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第一章 九十九里町の地形・地質

九
十
九
里
町
の
地
形
・
地
質

隆
起
海
岸
平
野
と
し
て
の
九
十
九
里
浜
平
野

ビ
ー
チ
こ
そ
九
十
九
里
浜
平
野
で
あ
る
。

郷
土
の
地
形
的
な
特
色
と
そ
の
成
因
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
総
説
編
で
詳
述
し
て
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
地
形
の
発
達
に
つ

い
て
考
え
て
見
た
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
多
く
の
論
文
が
あ
る
の
で
、
二
、
三
紹
介
し
た
い
。

中
野
芍
正
11
、
そ
の
著
、
『
日
本
の
平
野
』
の
中
の
「
九
十
九
里
平
野
」
の
項
で
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

「
九
十
九
里
平
野
の
地
形
の
特
徴
は
、

蓬
者
が
北
海
道
に
お
い
て
指
摘
し
た
堤
列
平
野
と
同
じ
成
因
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
」

松
井
健
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
海
岸
線
の
沖
合
い
に
海
岸
級
に
平
行
に
発
達
す
る
サ
ソ
ド
バ
ー
（
砂
洲
）
が
陸
上
に
あ
ら

わ
れ
た
地
形
と
考
え
ら
れ
、
小
笠
原
義
勝
の
い
う
よ
う
な
後
退
す
る
汀
線
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

地
形
の
特
色
、
北
東
か

ら
南
東
に
の
び
る
条
状

構
造
の
地
形
発
達
史

海
岸
線
に
ほ
．
ほ
平
行
な
砂
堤
列
と
そ
の
問
に
低
湿
地
の
発
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
地
形
は
、

み
●
會

い
わ
ゆ
る
関
東
構
造
盆
地
の
東
縁
に
述
な
る
房
総
丘
陵
、
下
総
台
地
に
続
い
て
、
南
は
岬
町
の

太
東
岬
か
ら
北
は
飯
岡
町
の
行
部
岬
に
至
る
五
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
弓
状
海
岸
、
こ
の
ロ
ソ
グ
、
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第一節 隆起海岸平野としての九十九里浜平野

こ
の
堤
列
と
台
地
と
の
問
に
比
較
的
広
い
低
湿
地
が
発
達
し
、
そ
れ
よ
り
前
面
に
は
堤
列
が
短
い
問
熙
で
発
逹
し
、

の
ぞ
い
て
一
般
に
砂
丘
を
の
せ
て
い
な
い
。
ま
た
奥
の
も
の
ほ
ど
表
土
の
土
坑
化
が
す
す
み
、
海
洋
に
近
い
も
の
で
は
未
成
熟

深
井
地
費
沢
料
お
よ
び
川
会
三
郎
の
報
告
中
の
地
質
断
面
に
よ
れ
ば
、
甚
盤
は
や
や
凝
固
し
た
凝
灰
質
粘
土
陪
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
上
に
は
下
部
に
径
一
〇
セ
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
の
浮
石
附
を
は
さ
む
砂
府
（
海
成
）
が
あ
り
、

“,‘ 
凹
地
部
に
泥
炭
附
を
発
達
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
泥
炭
庖
の
一
部
か
ら
丸
木
船
・
か
い
・
渫
流
土
器
片
な
ど
が
幾
多
発
見
さ
れ
て

こ
れ
ら
の
出
土
品
中
、
九
木
船
に
つ
い
て
は
八
日
市
場
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
松
本
・
甜
水
・
西
村
の
研
究

が
あ
る
。
西
村
は
同
地
よ
り
出
土
の
丸
木
船
を
石
器
時
代
の
も
の
と
考
え
た
が
、
松
本
は
そ
の
証
拠
不
十
分
と
し
て
、
あ
ら
た

め
て
考
証
し
て
い
る
。
巧
古
学
的
考
証
は
さ
て
お
き
、
こ
の
船
の
出
土
地
点
は
松
本
に
よ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

地
表
面
か
ら
厚
さ
約
三
尺

(
0
・
九
メ
ー
ト
ル
）
の
黒
泥
土
、
そ
の
下
に
約
六
尺
(
―
•
八
メ
ー
ト

ル
)
の
泥
炭
陪
、
そ
の
下
に

荒
砂
庖
が
あ
る
。
丸
木
船
は
泥
炭
別
と
荒
砂
陪
の
問
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
最
近
出
土
の
も
の
は
泥
炭
陪
中
か
ら
出
て
い
る
。

島
ん

9
よ

9
し

9

か
い
出
土
点
と
ほ
ぽ
同
水
辿
か
ら
安
行
式
土
器
片
が
出
土
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
丸
木
船
の
年
代
を
安
行
式
時
代
以
後
と
あ
ま
り
遠
く
な
い
時
代
と
推
定
し
て
よ
い
と
い
う
。
こ
の
考
証
を

正
し
い
と
す
れ
ば
泥
炭
陪
お
よ
び
泥
炭
堆
租
地
の
地
形
の
形
成
さ
れ
た
時
代
は
、
そ
の
や
や
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ

る
（
去
1
参照）。

小
笠
原
袈
勝
は
前
後
二
皿
、
同
じ
一
本
ら
約
七
•

四
メ
ー
ト
ル
）
の
柱
状
断
面
に
対
し
て
別
々
の
解
釈
を
与
え
つ
つ
、
考
古
学

い
る
。

の
砂
地
と
な
っ
て
い
る
。

上
部
に
は
堤
列
の

一
部
を

4
 



”―在 九十九里町の地形・地質

ど
に
大
き
な
く
い
ち
が
い
を
示
し
て
い
る
。

的
に
配
匁
梃
期
と
対
比
し
う
る
宵
色
砂
内
（
上
氾
荒
砂
別
）
を
縄
文
前
期
に
対
比
し
て
、
こ
の
乎
野
の
地
形
発
達
史
を
の
ぺ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
九
十
JL
里
浜
平
野
で
も
、
利
根
川
下
流
平
野
で
も
、
撮
文
早
期
に
隆
起
、
そ
れ
以
後
現
在
ま
で
に
隆
起
、

沈
漏
を
そ
れ
ぞ
れ
四
阿
ず
つ
く
り
か
え
し
て
い
る
と
い
う
結
論
に
く
ら
ぺ
て
、
海
進
開
始
時
期
や
海
の
最
も
広
が
っ
た
時
代
な

表1 地質年代の比較 No. 1 

地1t itillS東地方の U平本祥列1;枯 仙是（注前） 酎問東地方の
年代 地 11:t
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第一節 騒起海岸平野としての九十九里浜平野

こ
の
結
論
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
従
来
の
先
史
学
者
の
到
逹
し
え
た
結
論
め
い
た
も
の
を
全
部
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
、
こ
の
論
文
の
内
容
を
子
細
に
検
討
す
る
必
婆
を
生
じ
て
き
た
。

ー
、
根
拠
と
し
た
資
料
は
、
約
七
•
四
メ
ー
ト
ル
の
お
そ
ら
く
慶
応
大
学
が
丸
木
船
発
掘
の
た
め
ほ
っ
た
断
面
の
み
に
依
存
し
て
い
る
。
こ

の
一
木
の
断
面
を
前
後
二
回
の
解
釈
で
、
断
面
中
に
み
ら
れ
る
原
さ
一
・
ニ
メ
ー
ト
ル
の
育
色
砂
を
、
は
じ
め
は
沖
甜
世
の
海
進
と
関

係
づ
け
、
後
に
は
発
逹
史
対
比
表
で
は
海
進
後
の
海
退
中
の
小
沈
降
と
し
、
解
説
の
中
で
は
前
の
と
き
と
同
様
沖
釈
世
の
も
っ
と
も
ひ

ろ
が
っ
た
海
の
堆
積
物
と
関
係
づ
け
て
い
る
。
多
数
の
九
木
船
を
覇
文
中
前
期
末
、
な
い
し
中
期
以
後
の
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
陳

述
で
は
丸
木
船
は
い
つ
の
時
代
の
も
の
だ
か
わ
か
ら
な
い
し
松
本
の
推
論
と
明
ら
か
に
、
抵
触
す
る
。

9
人
0
ん

2
、
他
の
衣
料
は
読
図
の
範
囲
を
出
た
い
し
、
前
記
し
た
安
行
式
土
器
云
々
の
文
献
を
み
お
と
し
て
い
る
。

3

、
七
•
四
メ
ー
ト
ル
以
下
の
深
さ
の
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
全
然
考
慮
が
は
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
松
本
の
結
論
は
図
査
不
十

分
と
し
て
取
上
げ
る
必
要
の
な
い
も
の
と
考
え
る
。

ら
ん
か
い

笙
者
は
椿
海
地
区
を
中
心
と
し
て
五
メ
ー
ト
ル
の
ボ
ー
リ
ソ
グ
狩
料
を
え
た
。
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
排

“,"ぃ

水
路
工
事
場
の
匹
頭
お
よ
び
探
井
地
質
資
料
を
用
い
た
。
後
者
の
行
料
に
よ
れ
ば
こ
の
地
点
の
茄
盤
は
喫
咀
村
の
そ
れ
で
二
六

メ
ー
ト
ル
を
こ
え
な
い
し
、
お
そ
ら
く
一
九
メ
ー
ト
ル
程
度
と
推
定
さ
れ
る
。
床
盤
の
上
を
一
＿
六
メ
ー
ト
ル
と
し
た
場
合
に
は

一
九
メ
ー
ト
ル
ま
で
砂
、
そ
の
上
に
貝
化
石
を
ふ
く
む
砂
附
、
表
面
に
近
づ
く
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
所
の
堆
桁
閃

度
が
反
映
し
て
、
こ
と
な
っ
た
堆
積
相
を
呈
す
る
。
貝
化
石
を
ふ
く
む
砂
府
の
下
部
に
は
、
直
径
一
〇
七
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
前
後

の
軽
石
を
多
蓋
に
ふ
く
み
、
こ
の
堆
積
期
中
に
太
平
洋
岸
ま
た
は
太
平
洋
中
の
ど
こ
か
の
島
で
、
火
山
活
動
の
行
わ
れ
た
こ
と

を
し
め
す
。
こ
の
こ
と
は
先
に
沖
積
・
洪
積
の
う
つ
り
か
わ
り
の
時
代
に
、
土
地
の
隆
起
に
と
も
な
っ
て
、
火
山
活
動
が
き
わ

検
討
し
た
結
果
、
次
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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第一章 九十九里町の地形・地質

表2 九十九里浜の化石表 大森・璽田同定

モラスカ

地表下3m

Ringiculina sp. 

Lucina pisidium DKR. 

Lucina Yamakawai Yok. 

Odostomia s. s hilgendorfii Chessin 

Odostomia sp. 

Turbonilla sp. 

Angulus Nitidula DKR. 

My安 IlaOblongata (YOK) 

Columbella (Atilia) sp, 

Littorinopsis sp. 

Echinoid's spine 

2.5m 

Lucina Yamakawai Yok. 

Macoma sp. 

Nassarius sp. 

Retusa succinetta (A. ADAMS) 

Retusa fontinallis YoK. 

1.5m 

Lucina cfr. pisidium DKR. 

有孔虫

3~2.5m 

Rotalia papillosa Brad>• 
Quinguelloculina costata D'orbigny 

Globygerina 

Eliphidium Lagena 

l.5m 

Rotalia papillosa 

い
し
砂
別
の
海
町
を
は
さ
ん
で
い
る
が
、
こ
の
上

ど
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
泥
炭
恩
中
に
荒
砂
、
な

7

辺
部
、
ま
た
は
水
の
流
通
の
わ
る
い
堤
間
低
地
な

れ
る
が
、
そ
の
発
達
地
の
「
椛
海
」
の
台
地
の
縁

箸
者
の
ボ
ー
リ
ソ
グ
結
果
に
も
泥
炭
屈
が
み
ら

た
こ
と
を
、
教
え
る
も
の
で
あ
る
。

砂
洲
が
完
全
に
外
洋
と
椿
海
と
を
遮
断
し
な
か
っ

る
。
こ
の
こ
と
は
「
江
が
崎
」
・
「
干
潟
」
な
ど
の

な
る
に
つ
れ
て
内
滴
性
の
も
の
に
か
わ
っ
て
い

は
外
洋
性
の
貝
・
有
孔
虫
が
主
体
を
し
め
、
浅
く

で
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
下
部
で

お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
サ
ソ
ブ
ル
は
主
と
し

ぇ

•
e
o
`
u

て
、
江
が
崎
・
千
潟
砂
洲
の
内
側
の
ポ
ー
リ
ソ
グ

た
結
果
を
し
め
せ
ば
上
記
の
表
（
表
2
参
照
）
の
と

栄
刃
・

高
持
長
碩
採
取
）
を
藤
田
・
大
森
の
同
定
し

す
る
。
こ
の
砂
岡
中
の
貝
化
石
、

有
孔
虫
（
谷
律

“, 

め
て
旺
盛
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の
と
符
合



第一節

九
十
九
里
平

野
の
成
生

う
に
述
ぺ
て
い
る
。

部
の
泥
炭
庖
中
、
あ
る
い
は
そ
の
境
界
面
か
ら
安
行
式
土
器
片
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
砂
閑
は
し
た
が
っ
て
縄
文
後
期
ま
で

の
海
水
の
進
入
に
よ
っ
て
堆
積
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

づ
か

貝
塚
行
料
を
調
ぺ
て
み
る
と
、
こ
の
平
野
内
で
は
貝
塚
は
き
わ
め
て
少
＜
、
ま
た
、
あ
っ
て
も
旧
期
の
も
の
で
な
く
て
中
期

以
後
の
も
の
で
あ
り
、
後
期
の
貝
塚
は
大
網
や
束
金
附
近
で
海
抜
一
〇
メ
ー
ト
ル
程
度
の
沖
釈
平
野
部
に
進
出
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
縄
文
後
期
に
は
九
十
九
里
平
野
を
構
成
す
る
内
側
の
堤
列
の
、
少
く
と
も
一
部
は
す
で
に
陸
上
に
あ
っ
た
と
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
後
、
陸
地
は
増
大
の
煩
向
を
た
ど
っ
た
が
、
新
し
い
陸
地
の
特
色
は
、
堤
列
と
堤
問
低
地
の
く
り
か
え

し
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
堤
列
砂
丘
を
発
逹
さ
せ
る
の
は
、
最
奥
の
も
の
と
最
前
列
の
も
の
で
あ
る
、
堤
列
は
前
記
し
た
よ
う

に
、
松
井
健
も
指
摘
す
る
海
底
の
サ
ソ
ド
．
ハ
ー
を
前
身
と
す
る
。
こ
の
平
野
に
は
現
在
も
た
く
さ
ん
の
沼
沢
地
が
残
っ
て
い
る

要
す
る
に
、

こ
の
平
野
の
一
部
は
縄
文
後
期
に
一
部
陸
化
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
海
進
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
達
し
た

の
は
そ
の
前
の
あ
る
時
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
現
状
で
は
そ
の
時
代
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
海
進
開
始
の
初

期
に
、
火
山
活
動
を
反
映
す
る
浮
石
丹
を
堆
放
し
、
貝
化
石
は
下
部
か
ら
上
部
に
外
洋
性
か
ら
内
陸
性
の
移
行
を
し
め
し
て
い

る
。
こ
の
移
行
の
過
程
に
お
い
て
、
絹
文
後
期
、
ま
た
は
そ
れ
よ
り
多
少
以
前
に
、
海
の
逆
も
ど
り
（
小
海
進
）
が
行
わ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
（
表
3
参照）。

以
上
が
中
野
葛
正
の
所
論
で
あ
る
。
多
く
の
先
学
者
の
所
論
の
中
最
も
普
遥
的
で
あ
る
。

竹
内
常
行
は
、
「
九
十
九
里
平
野
の
水
利
と
土
地
利
用
」
の
論
文
中
こ
の
平
野
の
成
生
に
つ
い
て
次
の
よ

が
、
椿
海
は
寛
文
年
問
排
水
干
拓
さ
れ
た
。

隆起海岸平野としての九十九里浜平野
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第一立 九十九里町の地形・地質

幅
が
あ
る
。

九
十
九
里
平
野
は
、
北
は
飯
岡
か
ら
南
は
上
総
一
宮
ま
で
、
太
平
洋
と
こ
れ
に
ほ
ぽ
乎
行
す
る
両
総
台
地
と
の
問
に
拡
が

・

0

か
た

る
、
細
長
い
平
野
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
北
部
の
干
潟
町
・
旭
市
付
近
の
、

て
、
台
地
の
縁
が
内
陸
に
深
く
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
、
こ
の
区
域
で
は
、

幅
は
約
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
ふ
く
ら
ん
で
い
る
。

八
日
市
均
付
近
で
約
七
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
、
東
金
付
近
で
約
八
•
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
茂
原
付
近
で
約
九
•
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の

表 3 地質年代の比較 No. 2 
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第一節 騒起海岸平野としての九十九里浜平野

の
水
平
的
な
分
布
の
限
界
と
さ
れ
て
い
る
。

1
0
0
 

こ
の
平
野
の
地
形
的
特
色
は
、
海
岸
線
に
ほ
ぽ
平
行
に
走
る
砂
堤
（
砂
堆
）
列
と
、
そ
の
間
に
低
湿
地
の
発
述
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
形
は
、
遠
浅
の
海
岸
の
沖
合
に
海
岸
線
と
平
行
に
発
述
す
る
サ

ソ
ド
．
ハ
ー
が
、
徐
々
に
海
底
の
径
起
す

る
に
つ
れ
て
、
陸
上
に
現
わ
れ
て
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
敢
近
こ
の
考
え
を
否
定
し
、
こ
れ
ら
の
砂
堆

列
は
海
浜
の
前
進
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
考
え
も
発
表
さ
れ
て
い
る

（
森
脇
広
、

故
内
田
究
一
は
、
九
十
九
里
平
野
は
全
体
と
し
て
極
め
て
低
夷
な
、
地
質
的
に
は
極
め
て
新
し
い
隆
起
海
岸
平
野
で
あ
る
と

し
て
、
こ
れ
ら
の
砂
堤
を
丘
と
呼
び
、
そ
れ
ら
の
丘
の
列
の
系
統
を
た
ど
る
こ
と
は
困
難
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
比
較
的
に
長
く

連
続
し
た
丘
の
列
を
八
列
と
二
、
三
の
断
片
的
な
丘
の
列
を
想
定
し
図
で
示
さ
れ
た
。
内
田
は
歴
史
的
考
察
に
よ

っ
て、

こ
の

平
野
の
占
居
の
発
達
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
台
地
端
の
貝
塚
生
活
の
後
に
、
平
野
の
歴
史
時
代
の
居
住
が
は

ぇ
ん

9
し

會

―

-
9
し

じ
ま
り
、
も
っ
と
も
内
側
に
延
臼
式
（
約
一

0
0
0年
前
）
の
郷
司
の
所
在
地
が
あ
り
、

メ
ー
ト
ル
の
等
品
線
付
近
ま
で
）
次
い
で
浜
近
く
に
徳
川
時
代
の
新
田
集
落
が
成
り
立
ち
、
浜
に
ほ
塩
釜
や
網
場
が
開
け
る
こ
と

に
な
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
居
住
の
前
進
と
浜
の
前
進
と
の
問
に
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
（
内
田
窃
一
・
一
九

三
0
「
九
十
九
里
浜
地
方
に
お
け
る
人
文
の
発
逹
と
面
岸
線
の
変
化
」
古
川
註
）
。

こ
の
説
に
従
う
と
栗
山
川
以
北
で
は
丘
の
列
の
海
岸
か
ら
四
番
目
の
砂
堆
、
南
部
で
は
五
番
目
の
砂
堆
を
、
延
喜
式
の
榔
司

四
番
を
図
上
で
計
っ
て
み
る
と
、
海
岸
か
ら
約
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、

五
番
は
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
あ
た
る
か
ら
、

0
年
の
問
に
ニ
ー
四
キ
ロ
ノ
ー
ト
ル
海
岸
線
が
進
出
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

九
里
浜
平
野
を
例
と
し
て
』
古
川
註
）
。

中
世

2
族
は
そ
の
外
側
に
（
古
川
は
五

一
九
七
五

r
砂
堆
列
の
形
成
過
程
ー
九
十

10 



第一章 九十九里町の地形・地質

祈
野
ガ
郎
は
、
九
十
九
里
浜
中
央
の
旧
緑
海
村
（
現
成
東
町
）
に
つ
い
て
過
去
一
―

100
年
問
に
八

0
0
メ
ー
ト
ル
の
浜
の
叫
墾

以
上
の
人
文
現
象
の
発
達
と
、
海
岸
線
の
変
化
の
諸
研
究
と
に
よ
り
、
九
十
九
里
平
野
の
拡
大
は
極
め
て
新
し
い
歴
史
時
代

砂
堆
の
成
因

一
九
五
九
「
九
十
九
里
浜
に
お
け
る
臨
海
集
治
の
発
述
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
」
古
川
註
）
。

九
十
九
里
浜
平
野
の
微
地
形
は
十
三
列
の
砂
堆
（
砂
堤
）
が
、
条
状
構
造
を
な
し
て
北
東
か
ら
南
西
に
走
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
砂
堆
の
成
因
に
つ
い
て
は
多
く
の
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
松
井
他
の

海
上
保
安
庁
水
格
部
が
実
施
し
た
水
深
調
在
の
汽
料
に
よ
る
と
、
海
岸
近
く
に
水
深
約
一
〇
メ
ー
ト
ル
弱
の
と
こ
ろ
ま
で
の

あ
い
だ
に
汀
線
に
平
行
な
三
列
の
サ
ン
ド
．
ハ
ー
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
っ
た
。
そ
の
波
比
は
、
汀
線
に
一
番
近
い
も
の
が

約
二
〇
メ
ー
ト
ル
、
他
の
二
つ
は
約
＿
o
ノ
ー
ト
ル
で
、
比
高
は
だ
い
た
し
一
•
五
メ
ー
ト
ル
ー
ニ
・
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

と
9

パ
ー
群
よ
り
沖
は
一
様
な
緩
鋲
斜
を
な
し
て
い
る
。
底
門
は
平
野
表
面
部
と
同
質
の
、
淘
汰
の
い
い
細
砂
で
あ
る
。
な
お
隣
り

~
し

l
u

に

の
鹿
島
穐
で
は
バ
ー
の
存
在
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。

以
上
の
異
常
海
底
地
形
は
、
砂
堆
の
成
因
追
求
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
し
か
し
バ
ー
群
の
大
き
さ
は
、
砂
堆
と
は

オ
ー
ダ
ー
が
違
う
の
で
小
笠
原
義
勝
の
い
う
よ
う
に
直
接
こ
れ
ら
の
バ
ー
が
そ
の
ま
ま
陸
化
し
て
砂
堆
を
つ
く
っ
た
と
は
考
え

九
十
九
里
海
岸
平
野
の
「
表
岡
地
質
と
地
形
発
達
史
」
を
紹
介
し
た
い
。

に
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

ら
れ
た
（
菊
地
利
夫
、

菊
地
利
夫
は
九
十
九
里
浜
中
央
部
の
面
序
線
が

一
年
に
約
ニ
メ
ー
ト
ル
も
前
進
し
た
こ
と
を
、
古
地
図
に
よ
っ
て
碓
か
め

そ
の
問
に
海
作
線
が
六
五
〇
メ
ー
ト
ル
前
進
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
（
甘
野
ガ
郎
一
九

L
●

9
 

海
岸
に
お
け
る
緊
沼
の
移
動
」
古
川
註
）
。

が
前
進
し

「
九
十
九
里
浜

11 



第一節 隆起海｝距平野としての九十九旦浜乎野

”
う
と
っ

ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
バ
ー
群
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
凹
凸
を
も
っ
た
海
底
が
、
い
わ
ゆ
る
関
東
構
造
盆
地
巡
動
の
傾

け
つ

向
に
一
致
す
る
問
敗
的
隆
起
に
よ
っ
て
、
あ
る
幅
こ
と
に
陸
化
し
て
凹
凸
を
も
っ
た
陸
地
と
な
り
、
表
約
は
冬
季
の
西
の
卓
越

aら

凪
に
よ
っ
て
平
坦
に
均
さ
れ
て
ー
つ
の
砂
堆
を
合
成
し
、
絞
煩
斜
の
た
め
に
砂
堆
問
の
低
地
を
排
水
不
良
に
し
て
沼
沢
地
化
し

I
t
v
 

一
方
後
行
部
の
地
陪
は
、
佼
食
に
対
す
る
抵
抗
が
弱
く
、
災
大
な
品
の
砂
を

一
様
に

し
、
少
く
と
も
数
千
年
以
内
に
お
い
て
お
こ
っ
た
二
回
の
急
速
な
土
地
隆
起
に
よ
り
、
現
在
の
よ
う
な
大
砂
浜
を
作
っ
た
と
考

が
ら

え
た
。
ま
た
小
笠
原
義
勝
は
、
八
日
市
場
付
近
の
、
只
殻
を
ふ
く
む
面
成
砂
で
投
さ
れ
た
二
枚
の
泥
炭
閲
の
存
在
か
ら
二
回
の

隆
起
を
論
証
し
て
い
る
が
本
地
域
で
は
（
九
十
九
里
町
付
近
ー
古
川
註
）
こ
の
よ
う
な
断
而
は
観
察
で
き
な
い
。

中
野
芍
正
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
北
面
近
海
~
が
低
地
の
平
行
恥
列
平
野
は
本
地
域
と
き
わ
め
て
よ
く
似
た
構
辿
と
発
追

低
湿
地
の
泥
炭
の
厚
さ
は
一
―

-0セ
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
内
外
、
発
達
は
微
弱
で
あ
り
、
下
に
は
砂
堆
を
構
成
す
る
砂
陪
と
同
様
な

砂
層
が
あ
り
、
表
層
は
砂
堆
か
ら
水
路
や
風
に
よ
っ
て
移
動
再
堆
杭
し
た
砂
に
お
お
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
砂
堆
の
陸
化

後
の
変
化
を
示
唆
す
る
と
共
に
、
隆
起
の
時
代
が
ご
く
新
ら
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
平
野
の
各
所
か
ら
は
縄
文
式
晩
期
の

土
器
を
産
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
海
退
の
極
大
が
総
文
前
期
と
い
う
一
般
論
に
し
た
が
え
ば
、
隆
起
の
時
代
は
掲
文
前

期
後
、
編
文
晩
期
以
前
（
約
一
―

1000年
前
1
古
川
註
）
と
い
う
こ
と
だ
け
は
い
え
る
が
、
正
確
な
時
代
決
定
の
た
め
に
は
、
今
後

"“疇

考
古
学
預
料
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
な
お
広
瀬
付
近
か
ら
は
、
地
下
数
十
七
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
の
低
湿
地
か
ら
丸
木
舟
を
出
土

史
と
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

問
敗
的
怪
起
の
原
囚
に
つ
い
て
、

今
村
明
恒
は
、

海
に
供
給
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

た
と
ジ
ノ
え
た
方
が
妥
当
の
よ
う
で
あ
る
。

房
総
半
品
太
平
洋
岸
の
外
側
地
袈
術
に
お
け
る
大
地
裟
に
よ
る
も
の
と

12 



第一章 九十九里町の地形・地質

表4

時 代 地 形 の 発 達 1地 盤 運 勁

洪積世末 下形駐成台地閲辺部の上昇， 面蝕谷，深い伐蝕谷の 1連関動東造構造盆地

沖訳世
リアス式海作と入江の形成 沈此縄紋早期

谷の入口の成砂嘴形成と入江の沼沢化，沿岸にサ 級投な造拉迎勁ンドパ一生

t 第 1次砂堆の形成成と広汎な後1.f湿地の出現によ
急激な隆起る平野西部の生

坑2次砂堆の形成と．古い砂堆との問の召湖生
問欧的な心．激な

成数とその沼沢化．
回反設により形平野主要部は阻1欧的に控化して 怪起の反脱

縄紋後期 モザイク構造を成

現在 沿防f出深形砂堆も’iによる湿地汀線化の進出， 河岸の自然堤 級慢な迎陸運励の成． iBiRの

九十九里海燦平野の発運史

陸
運
動
で
は
バ
ー
も
汀
線
と
平
行
に
沖
に
移
動
す
る
し
、
も
ろ
い

砂
削
中
に
生
痕
や
長
さ
数
メ
ー
ト
ル
の
ラ
ミ
ナ
（
第
培
、
砂
沿
中
に

き
り
区
分
さ
れ
る
数
回
の
急
激
な
隆
起
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。

が
あ
る
が
、
南
部
で
は
考
古
学
的
預
料
に
乏
し
く
、
地
盤
運
動
批

以
上
か
ら
、
本
地
域
（
九
十
九
里
平
野
ー
古
川
註
）
に
お
け
る
海
岸

れ
る
（
表
4
参
照
）
。

平
野
の
地
形
発
述
史
は
一
応
上
記
の
表
に
し
め
す
よ
う
に
要
約
さ

を
測
定
す
る
資
料
も
乏
し
い
の
で
詳
細
に
検
討
で
き
な
い
。

な
お
小
笠
原
義
勝
に
よ
る
対
比
と
、
も
っ
と
関
述
さ
せ
る
必
要

い
が
、
要
す
る
に
そ
の
前
後
の
緩
慢
な
連
続
的
造
陸
迎
動
と
は
っ

ザ
イ
ク
構
造
の
形
成
は
、
原
因
・
回
数
・
時
期
は
明
ら
か
で
は
な

甜
様
式
は
考
え
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
平
野
の
主
要
部
を
な
す
モ

よ
く
観
寮
さ
れ
る
粒
子
の
薄
い
配
列
状
態
）
が
保
存
さ
れ
る
よ
う
な
堆

な
お
現
在
而
岸
に
涼
砂
を
堆
梢
さ
せ
て
い
る
緩
慢
な
述
統
的
造

し
た
が
、
そ
の
材
料
は
ク
ス
ノ
キ
で
あ
る
。

13 



坑一節 径起海岸平野としての九十九里浜平野

↑
竃
童
市

＂
＂
小
閲
砂
珊

I 
1500 

； 
＊の

潟場
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.. ."•.•• . ... 

午
寓
入
砂
珊

図9 九十九里町地形断面図

ト
ル
の
等
邸
線
が
走
る
。
こ
の
五
メ
ー
ト
ル
の
守
W
I
線
に
沿
っ
て
中
世
末
東
金
城
酒
井
の

東
金
市
の
台
地
の
東
絃
か
ら
九
十
九
里
捕
に
向
っ
て
展
開
す
る
条
状
構
辿
の
砂
堆
列
は
本

の
開
発
・
狼
沼
の
立
地
等
に
つ
い
て
触
れ
て
見
た
い
。

た
地
域
で
あ
る
。
地
形
の
特
色
は
か
つ
て
の
沿
岸
州
が
、
没
い
面
底
の
降

起
に
よ
っ
て
微
邸
地
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
成
因
・
地
形
発
追
史
に
つ
い
て
は
、
さ
き

に
紹
介
し
た
よ
う
に
多
く
の
学
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
に
昨
い
咬
料
を
提
供
さ
れ
て
い
る
。

九
十
九
里
町
誌
総
説
紺
に
お
い
て
本
町
の
地
形
的
特
色
に
つ
い
て
詐
述
し
て
あ
る
の
で
、
こ

こ
で
は
前
述
の
幾
多
の
先
学
者
の
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の
砂
堆
及
び
砂
堆
列
間
の
低
湿
地

町
に
入
っ
て
九
番
目
の
西

I
J
f
•
小
関
砂
堆
か
ら

一
三
列
H

の
新
納
裕
場
砂
堆
ま
で
五
列
の
砂

堆
列
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
砂
堆
列
間
は
低
湿
地
で
圃
出
柁
伽
さ
れ
た
美
lII
地

（図
1
参
照
）
で
五
列
発
見
し
得
る
。
恥
畑
◆
作
田
砂
堆
は

iiu
抜
"
9
殷

i

ニ
メ
ー
ト
ル
に
当
る
、

西
野
・
小
関
砂
堆
の
内
陸
部
に
小
沼
田
・
布
・
御
門
・

i"
l
u
l
1
5
•

宮
・
―
―
面
血
名
を
結
ぷ
五
メ
ー

家
臣
団
が
軍
事
的
組
織
に
紺
成
し
た
単
位
染
団
の
「
衆
．
一
の
構
成
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ば
当

時
の
郷
村
常
掘
（
図
2
参
照
）
の
甚
礎
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
宮
十
文
字
衆
・
渋
川
衆
・
東
士
川

衆
で
あ
る
。
地
形
発
追
史
か
ら
考
え
る
に
小
笠
原
義
勝
の
況
の
如
く
狐
抜
む
9Irr-oi-

―

メ
ー
ト
ル
の
位
硲
（
東
金
市
台
地
の
東
け
）
ま
で
谷
と
い
う
谷
の
う
ち
ま
で
佼
人
し
て
い
た
甜

要

約

九
十
九
里
町
の
低
乎
な
地
形
は
牲
起
面
和
平
野
の
汀
稼
に
般
も
近
接
し

14 



第一汽九十九里町の地形・地門

Smの等高線 S • 1 : 25.000 
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第一節 隆起海岸平野としての九十九里浜平野

図3 明治16年 (1833)ごろの片貝付近の沼沢群 S 1 : 50,000 

3
参
照
）
。

J

れ
ら
の
沼
沢
群
は
、
か
つ
て
の
私
の
残
父
で
あ
る
（
図

3
参
照
）
。

地
形
図
を
見
る
と
こ
の
沼
沢
群
の
残
象
が
よ
く
わ
か
る
（
図

一
八
八
三
年
（
明
治
一
六
）
の
参
謀
本
部
陸
軍
部
測
址
局
の

平
行
し
た
沼
沢
群
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

ニ
の
五
メ
ー
ト
ル
と
一
ー
ー
メ
ー
ト
ル
の
等
恥
線
の
間
に
汀
線
に

「
ご
検
見
道
」
と
い
わ
れ
て
郷
土
の
主
要
往
還
で
あ
っ
た
。

線
は
現
在
の
邸
肌
辺
に
沿
う
線
で
、
「
只
が
ら
追
」

ヽ

と
カ

の
と
こ
ろ
に
海
岸
線
が
か
な
り
長
く
浄
止
し
て
い
た
。
こ
の

り
、
さ
ら
に
汀
線
に
む
か
う
低
所
に
は
尚
さ
約
三
メ

ー
ト
ル

J

の
五
メ
ー
ト
ル
の
等
油
線
の
内
陸
側
に
沿
っ
た
砂
堆
よ

'。ヵ 高
線
の
内
陸
部
の
陸
化
は
早
い
時
代
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
探
邸
五
メ
ー
ト
ル

の
等

6
 

次
、
麻
さ
五
ー
六
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
て

一
時
消
止

し

た

ー

は
、
利
根
川
下
流
平
野
の
場
合
と
同
様
に
、
海
の
後
退
の
途



第一存 九十九里町の地形・地質

至東金旧片貝道

不
動
堂

，
 

田
中
荒
生
＾
〗

小
笠
原
義
勝
に
よ
れ
ば
摂
邸
五

l
六
メ

た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
（
図
3
な
照
）
。

が
、
中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
行
わ
れ

以
下
の
九
十
九
里
町
の
開
発
の
大
部
分

4

と
な
っ
た
。
従
っ
て
等
邸
線
五
メ
ー
ト
ル

図 九十九里町沼沢群の図

し
て
く
る
文
化
の
断
府
舷
と
し
て
の
印
中
]

J

と
は
、
内
陸
よ
り
汀
線
に
向
っ
て
流
入

跡
末
到
な
原
野
と
し
て
放
骰
さ
れ
て
い
た

中
世
か
ら
近
世
中
策
ま
で
長
い
問
、
人

ペ
ー
ジ
参
照
）
。

S 1 : 25,000 

石
六
斗
九
升
五
合
（
九
沢
七
下
巻
五

反
別
一
九
町
三
反
二
畝
三
歩
。
高
入

（
延
卒
三
寅
年
）
六
月
に
新
出
と
し
て
開
発

さ
れ
た
。
こ
れ
を
寅
邸
入
と
い
う
。
こ
の

四
沼
が
片
貝
村
地
先
と
し
て

一
ヒ
四
六
年

る
。
弁
天
沼
・
よ
し
沼
・
浮
沼
・
下
沼
の

，
 田

中

J

の
沼
沢
群
の
開
発
は
江
戸
期
i
1

入
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第一節 隆起海岸平野としての九十九里浜平野

表 5 利根川下流平野と九十九里平野の地形発運史

1地盤運動 ！ 地形 佼 蝕 堆積
時期 ． I i 海 没 i和J根川下流平野 九 十九里平野

； ↓ 起 1段丘面の解析｝l涵ゆ砂丘の発述．海隆 河海段丘の液化岸の海蝕，河床の下
上

隆起後囚さら mの河 刻．椿の海干上る．
以

に 2m隆沈起 ）-：！-（-海小貝段豹Ill丘のの・堆谷ののfi形'I-成•2一および 名洗川の段丘陛化
岱 部

！ 
I ， I I 

佑iI 窟利根川，；岡田川の河
I’'ii: （fi-1 m) I 段丘面および段丘 名洗川の段丘面形成 泥

の形成笹川の砂嘴
の発追

砂堆陸問の海および湖椿 炭
中

隆 起 銚堆子． 陸笹ll1の砂嘴． の海化し，湿地
砂の化 となる

閑

期
紐（傑 i·~) 余子山．笹榮ll1鯰砂丘． 銚形 八日市助海横の芝の砂

5-6m ． の砂嘴の 丘発，達椿の 砂嘴の 堆（小沈砕） 成

木戸川．成束川など
前

隆 起 下位海片屯段丘面陸化 台地の谷の段丘の控海 積
化出．現砂洲の多い浅

黒浜 紐（ば i.91 台地の谷の迂移点お 11色砂

期
70~11m 下位海蝕面形成

沈降 よび段丘面の形成 翔堆積

！ 上邪海蝕面および息
台地の谷の段丘面お

下堆泥炭部i’i 陪隆 起 よび横芝の二枚貝庖
栖団面，陸化

陸化

沖 . （摂 1..：i)上位海蝕面の形成 台地の谷の段丘而および追移
渭11. 約15m

台地ぺりの油蝕出の 点の形成台地ぺりの面蝕位の梢
海 没 形成 形成

世
息栖恩堆租 ！横芝の二枚貝唇堆 fill

洪ロ

I I 
粗ム 隆 起 台地の侵蝕谷の発達

』i 
I 
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第一霞 九十九里町の地形・地震

小

笠

原

義

勝

参
考
文
献

辻

村

太

郎

菊

地

利

夫

滑

水

馨

八

郎

稲

莞

潤

日
本
地
理
学
会

中

野

諄

正

松

井

随

新

考

地

形

学

昭

一

三

m紀
半

島

の

地

域

診

断

昭

四

一

房

紀

の

自

然

誌

昭

二

七

地

学

昭

四

〇

銚
子
半
＆
と
九
十
九
里
平
野
昭
五
〇

日
本
の
平
野
九
十
九
里
平
野
昭
三
一

表
閃
地
竹
と
土
壌
生
成
と
の
関
係
九
十
九

里
海
片
平
野

関
東
東
部
に
お
け
る
先
史
時
代

以
降
の
地
形
発
迩
史

し
て
行
っ
た
。
と
論
及
し
て
い
る
。

九

十

九

里

町

古

川

古

川

力 力

千

発

日

輯

竹

内

常

行

総
説
編

ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
海
作
線
が
静
止
し
て
い
た
当
時
、
沖
に
は
無
数
の
沿
岸
洲
が
頭
を
出
し
、
平
野
の
前
而
に
は
砂
州
の
き
わ

め
て
多
い
遥
浅
の
面
作
が
展
開
し
て
い
た
。
海
卸
線
が
一
ー
ニ
メ
ー
ト
ル
低
下
し
て
一
―

-
l
四
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
退
い
た
と

き
に
は
、
平
野
の
幅
は
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
珀
加
し
た
。
そ
の
後
地
盤
は
恐
激
に
隆
起
し
て
現
地
形
に
近
い
原
地
形
を
形
成

多
少
の
箕
論
も
あ
る
が
、
こ
こ
に
小
笠
原
義
勝
の
地
形
発
達
史
表
を
か
か
げ
て
お
き
た
い
（
表
5
参
照
）
。

九
十
九
里
平
野
の
水
利
と
土
地
利

用

昭

五

一

下
総
千
斜
氏
の
群
像
千
葉
氏

研

究

の

諸

問

凶

昭

五

一

砂
浜
挽
村
と
し
て
の
九
十
九
里
浜

平

野

房

紀

地

理

昭

l

ニー

近
郊
化
す
る
九
十
九
里
浜
平
野

房
範
地
理

九
十
九
里
町
誌

昭
三
九

昭
五
〇

（

古

川

力

）
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坑二節 砂堆と地形

て
い
る
と
論
及
し
て
い
る
が
、

幅
n

の
最
も
広
い
東
金
市
山
口
と
九
十
九
里
町
~具
f
U納
裕
問
に
は
一
―
―
一
列
の
砂
堆
列
を
喰
者
は

と
こ
ろ
が
、
最
近
森
脇

陸
の
方
へ
運
ば
れ
、

浜
堤
を
中
心
に
し
て
堆
秘
す
る
と
砂
丘
が
で
き
る
。

災
日
本
の

Jb取
砂
丘
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ

の
没
食
、
堆
禎
作
用
な
ど
の
営
力

(
e
r
o
s
i
o
n
)
が
加
わ
っ
て
、

砂
堆
と
地
形

砂
堆
の
成
因
に
つ
い
て
は
第
一
節
三
項
で
詳
述
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
砂
堆
の
土
地
利
川
と
い
う

面
か
ら
論
及
し
た
い
。
砂
堆
は
砂
堤
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
海
岸
で
は
た
え
ず
波
浪
、
沿
岸
流
、
卓
越
凪

さ
ま
ざ
ま
な
地
形
が
生
ま
れ
る
。

0
ん
て
い

磯
波
の
作
用
で
岸
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
砂
が
、
高
さ
数
メ
ー
ト
ル
に
堆
机
し
た
も
の
が
浜
堤
で
、
そ
の
砂
が
点
越
風
の
た
め

る
。
こ
の
よ
う
な
浜
堤
の
成
因
と
や
や
途
っ
て
い
る
の
は
九
十
九
里
浜
平
野
の
砂
堆
で
あ
る
。

九
十
九
里
浜
平
野
の
地
形
的
特
色
は
、
海
岸
線
に
ほ
ぽ
平
行
に
走
る
砂
堤
（
砂
Jjt)
列
と
、
そ
の
間
に
低
湿
地
の
発
述
す
る
こ

(

1

)

 

と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
形
は
、
遥
浅
の
海
岸
の
沖
合
に
海
岸
船
と
乎
行
に
発
迩
す
る
サ

ン
ド
、ハ

ー
が
、
（
第
一
節
で
取
り
あ

(

2

)

 

げ
た
海
上
保
安
庁
が
実
施
し
た
水
院
潟
在
の
研
究
）
徐
々
に
海
底
の
降
起
す
る
に
つ
れ
て
陸
上
に
現
わ
れ
て
生
じ
た
も
の
だ
と
い
う

考
え
方
が
通
説
化
し
て
い
る
（
中
野
杓
正
『
日
本
の
平
野
』
九
十
九
里
平
野
）
。

広
は
一
九
七
五
年
砂
堆
列
の
形
成
過
程
の
論
究
で
前
論
を
否
定
し
、
こ
れ
ら
の
砂
堆
列
は
面
浜
の

前
進
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
巧
え
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
 

こ
れ
ら
の
、
砂
堆
列
に
つ
い
て
故
内
田
寃

一
は
比
較
的
に
長
く
述
続
し
た
八
列
の
砂
堆
列
と
、

一＝
列
の
断
近
的
な
列
を
示
し

息

た

い

砂
堆
の
成
因 第

二
節
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第一丙九十九里町の地形・地買

I

I

r

 

-— 
-― 一

．
―
―
 

0

-

ー綱＂鯵●
m
:
0

--― 

9
.9T”
●
2

.

 

•-— 
-― 

ー
・
馴
•
蛉
●

3
.
-

―― -― ―― ―― -― 
-— 

一．
—-— 

――― -― 

l
"
•
"
•

旧
．

.-
•-

•
一

ー
•
;
•
"
一
―

•— •-— 
-― ．．

 

9
,
＂”●
m

i-

•-— •— 
o-

0

-．． 
•-— •-— 

ー
貫

■
＂・"-.

f
 ．

 
．
 

'-, ---------------
・-! ---------------_,._ --------------

n 

’ _, 

図5 九十九里町の砂堆分布図 S 1 : 2.5000 

写 1 高畑作田砂堆の古村
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m二節 砂堆と地形

や
か
な
風
に
稲
業
が
ゆ
れ
る
、

J

の
よ
う
な
屈
観
を
幾
回
と
な
く
紐
返
し
て
片
貝
西
の
下
の
町
並
に
入
る
。

J

こ
が
第

屋
な
み
を
過
ぎ
る
と
広
々
と
し
た
水

m地
術
、
六
月
の
さ
わ

列
目
の
新
納
性
出
砂
堆
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
海
序
線
に
乎
行
し
た
集
洛
列
は
図
6
に
示
す
通
り
砂
堆
列
で
あ
り
こ
の
上
に
畑

(

4

)

 

地
帯
が
の
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
竹
内
常
行
（
図
6
参
照
）
が
「
九
十
九
里
平
野
の
水
利
と
土
地
利
用
ー
と
く
に
屈
畑
尿
観
に
つ

図6 九十九里町における砂堆の分布 S 1 : 5,0000 

砂
堆
の
土
地

利

用

窓
外
に
展
開
す
る
批
観
は
集
落
の
あ
る

東
金
ー
片
貝
肌
近
を
、
ハ
ス
に
ゆ
ら
れ
、

％
を
占
め
る
。
菊
地
利
夫

百
Jh
総
半
島
の
地
域
診
断
』
。

な
っ
て
い
る
。
低
湿
地
は
水
田
・
治
沢
・
湿
地
で
ャ
野
の
四

0

七
％
、
平
地
林
三
七
％
、
宅
地
原
野
九
％
と
い
う
土
地
利
川
に

ー
ト
ル
の
う
ち
、
砂
堆
列
の
面
栢
は
六

0
％
も
し
め
、
畑

九
十
九
里
浜
全
体
で
（
図
1
お
照
）
約
ヒ

0
0平
方
キ
ロ
メ

（
土
地
改
良
事
梨
）
美
田
地
術
で
あ
る
。

は
後
背
低
温
地
(
b
a
c
k
m
a
r
s
h
)
で
島
畑
の
集
団
化
さ
れ
た

り
第
九
列
西
野
・
小
関
砂
堆
•
第
一
〇
列
麻
畑
・
作
田
砂
堆

9

“ヽ
i
1
い
れ

•
第
一
―
列
新
田
砂
堆
•
第
―
二
列
午
科
入
砂
堆
•
第
一
三

し

ん

“

ゃ

“

列
新
納
屋
場
砂
堆
の
五
列
が
発
見
さ
れ
る
。
こ
の
砂
堆
列
問

発
見
し
得
る
。
九
十
九
里
町
内
に
入
る
と
、
図

5
に
示
す
通
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第一在 九十九里町の地形・地打

図7 九十九里町における砂堆上の土地利用 土地宝典原図

?3 



第二節 砂堆と地形

列
は
ど
こ
に
も
発
見
で
き
な
い
。

っ
て
、
砂
堆
に
で
き
た
島
畑
堀
下
田
の
成
因
か
ら
考
え
る
と
、

一
般
に
砂
堆
よ
り
低
地
帯
と
の
閥
度
差
が
大
き
い
た
め
、
水
出

表6 砂堆と水田の地盤高

I砂堆 水田 1如

m m m 
l 作田地区観音堂 1 3.02 2. 17 0.85 

2 // 2 3.30 1.86 1.441 

3 準梨道筋 3 3.43 2.22 1.21 

4 北 新 ID 2.39 1.48 0.91 

5 ” 山林 2.52 1. 75 0.77 

い
て
」
で
論
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
砂
堆
は
局
部
的
に
存
在
す
る
サInl
い
砂
堆
の
所
以

と
っ
ヽ

外
は
低
地
と
麻
度
茂
は
極
め
て
小
さ
い
。
凸
部
に
当
る
砂
堆
の
多
く
は
人
工
の
加
え
ら

れ
た
品
畑
、
あ
る
い
は
堀
下

m区
域
で
あ
る
。
低
地
と
自
然
の
ま
ま
の
砂
堆
列
と
の
W
I

度
庄
は
発
見
す
る
に
中
々
困
難
で
あ
る
。
そ
の
理

rhと
し
て
は

一
几
六
三
年

八
）
こ
ろ
よ
り
の
払
盤
整
備
事
業
に
よ
っ
て
品
畑
の
集
団
化
が
行
わ
れ
て、

以
前
の
炊

観
は
殆
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
図

7
（写
2
参
照
）
は
焔
盤
整
伽
事
戎
す
な
わ
ち
土
地

改
良
事
染
が
実
施
さ
れ
る
直
前
の
九
十
九
里
町
法
久
綿
落
の
砂
堆
列
と
品
畑
炊
硯
で
あ

る
。
千
薬
111バ
閃
撓
部
で
製
作
さ
れ
た
「
九
十
九
里
地
域
地
盤
硲
図
」
に
よ
っ
て
な
る
ペ

(

5

)

 

く
基
盤
整
伽
事
染
の
軽
少
な
地
点
二
、
三
か
所
を
あ
げ
る
と
、
火
6
の
通
り
で
あ
る
。

畑
地
や
山
林
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る
砂
堆
の
高
ま
り
は
、
多
く

一
メ
ー
ト
ル
前
後
で
あ

化
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
砂
堆
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
九
十
九
里
町
の
中
で
麻
度
必
2

ー

3
メ
ー
ト
ル
と
い
う
砂
堆

砂
堆
と
低
湿
地
が
並
存
す
る
地
形
に
対
応
し
て
そ
の
土
地
利
用
は
、
前
者
は
楳
落
・
畑
地
幣
、
後
者
は
水
田
併
と
な
っ
て
い

(

5

)

 

る
。
と
い
っ
た
説
明
で
足
り
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
院
に
は
水
田
は
低
湿
地
の
み
で
な
く
、
砂
堆
に
当
る
所
に
点
々
と
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
水
田
と
畑
と
が
共
存
す
る
均
所
で
は
田
と
畑
の
あ
り
方
は
水
田
区
域
の
中
に
も
あ
る
。
畑
地
術
の
中

に
複
雑
な
形
で
掘
下
げ
ら
れ
た
田
が
入
り
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
殆
ど
が
「
そ
こ
抜
き
田
」
と
い
っ
て
水
田
の
底
を
深
く
抜
い

（
昭
和
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第一立 九十九里町の地形・地只

f1 
九十九里町 1登

片

I 
白

梵

A
 

大網白里町

B
 

九十九里町の水田度

l s. 25| s. 45 | s. 4 

海 1 59| 63 
貝 63 I 67 

里 1 58 9 

秘 66
6
4
6
7
 

S. 4M  

52 

59 

53 

57 

55 

62 

52 

63 

A＝市町村 B=I日町村名

S.25 S.45は昭和25.心年の区林業セ｀ノサスの水m度

S. 4＝昭4a哭万在帆告による水田腹

S. 4M＝桑国度 （竹内常行論文集より）

写2 作田地区の島畑集団化工頑

S.48. 1.27 古川撮影

plain)

で
あ
る
こ
と
は
稔
説
紺
及
び
本
浮
第

砂
堆
上
の
地

盤
変
動
状
況

起
海
岸
平
野

(
g
a
s
t
a
l

九
十
九
里
浜
平
野
が
隆

組
み
合
わ
さ
っ
た
結
果
で
あ
る
。

の
特
色
で
あ
る
砂
堆
の
存
在
が
水
利
条
件
と

瓜
婆
な
位
府
を
占
め
て
る
の
は
、
そ
の
地
形

低
湿
な
九
十
九
里
町
に
お
い
て
、
畑
作
が

の
通
り
で
あ
る
（
火
7
参
照
）
。

中
の
水
田
面
机
半
す
な
わ
ち
水
旧
度
は
上
氾

に
利
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
耕
地
而
拭

微
地
形
に
左
右
さ
れ
て
、
平
野
全
体
が
水
田

低
乎
な
九
十
九
里
浜
平
野
は
、
こ
れ
ら
の

と
に
注
意
し
た
い
。

の
水
田
が
紐
り
交
っ
て
い
る
佃
所
が
多
い
こ

て
そ
の
土
を
周
囲
に
盛
り
上
げ
畑
と
し
、

山
面
の
保
水
力
を
よ
く
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
品
畑
倣
を
示
す
も
の

で
あ

る
。
九
十
九
里
町
を
中
心
に
し
て
広
い
品
畑
・
掘
下
田
の
分
布
が
九
十
九
呈
浜
平
野
に
多
い
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
砂
堆
と
よ
ば
れ
る
徴
地
形
ば
細
か

に
観
な
す
る
と
、
集
落

・
畑
・
川
林
と
醤
い
き
れ
な
い
、
大
小

25 



第二節砂堆と地形

・ヽ

図8 千葉県水準基標変動図S1 : 100,000 

我下測る 地九理 ガ 地 め ら始 は の 究
が •.ImIL• -結•ドIL・ ゜盤 五院 ス城たで さ ‘特幾所節
九九 沈＝のかの時あれ 本に 多並で
+ ・果九 下年測ん地期るた格九のぴ詳
九 六セ で六が昭＾結．iit 水盤沈 はたの (f) -1一汽に述
里、 ノは九発生 和 の l}Jj I>うがな九料 県し
町 ‘ 年 ＿ 果汲 ―ド確‘ 水里が閑た
のチメ長昭＾し ス等みので 地九柑！ 地報楼部 が
沈 生郡 ツか上原は盤六測域告
下＇ 禾11 てこらげ因な沈八品にさ等蚊
批 卜長且し、 7::, 1il 状とし、ード年におれの近
は t生ッたヵ、断況思が現＾ょけて地千
表 村にとらす及わ‘依昭るるい盤策
8 乱で得推 局 るぴれ九の悶調地る 変県
にし 舷ら定地と国る十生＝近盤゜動公
示 沈大 れさ的‘土天九じこが沈 状忠
し ti たれに 地 然里始 か Uり 下 況 研
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第一立 九十九里町の地形・地買

表 8

襟石 所 在 地 I 慄 t{ 了変i：―勁-•月屈—• 

香 号 各森 1番地 I 目 傑 「~ I 5 I'・ I 1年1月 ，52年1月 ・~52年1月

m m 1111 

KU-1 n爪 2316 真亀丘晨村協同飽 2.9312 2.9325 + 1.3 
KUー 2 不動堂 301-も 虹海小 2.2175 2.1966 -20.9 

KU-3 片貝 5202 本経寺山1'1 2.4816 2.4686 -13.0 

KU—4 作 田 855 作田児窟遊困地 J.5209 3.5213 + 0.4 
KU-5 其 屯 4213 其屯納足三夜様 l.8471 1.8393 - 7.8 

KU-6 栗生 2003 粟生納屋厄神社 2.3975 2.3866 -I0.9 

KU-7 片只 6928 商工会館 I 2.1321 2. 1205 -11.6 

KU-8 作田 5565 作1B納足消防ui 2.0838 2.0826 - l. 2 

九十九里町水準膏量成果表 S.52. 6 

9
及
び
図
10
の
示
す
通
り
で
あ
る
。
こ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、

砂
堆
の
隆
起
、
沈
降
笞
変
動
の
あ
る
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

変
化
し
つ
つ
あ
る
。

は
敗
面
小
学
校
で
、
二

0
・
九

．．
 
、
リ
メ
ー
ト
ル

で
あ
る
。

た
辿
り
、
骰
i
f
u
小
学
校
で
二
O
·
~
ミ
リ
、
片
貝
本
隆
寺
山
門
前
で
一

i予
、
リ
、

其
化
納
屋
三
仮
様
で
七
・
八
｀
、`
リ
、
粟
生
納
松
屯
神
社
で

一
0
・
九

．．
 
、
リ
、
片

只
麻
上
会
館
で
一

―
•
六
ミ

リ
、
作
I
l
l
納
屈
梢
防
J
J
t
で
一
・

ニ
・
・
、
リ
で
、
厳
大

一
九
七
三
年
（
昭
和

ブ

9
ス

四
八
）
）
こ
ろ
ま
で
ニ
・
・
、
リ
の
沈
下
を
示
し
て
い
た
作
田
岡
辺
で
は
、
最
近
十
に

一
九
ヒ
六
年
（
昭
和
丘
一
）
で
は0•
四
．．
 
、
リ
の
上
昇
に
変

化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
帝
困
石
油
紅
の
犬
然
ガ
ス
採
集
が
終
止
さ
れ
た
た
め
と

判
断
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
数
戦
は
、
昭
和
五

一
年

:nよ
り
同
五

二
年

i

月
ま
で
の
変
勁
址
で
あ
る
。
図

8
に
示
し
た
よ
う
に
、
千
甜
lnが
閑
税
部

の
潤
社
に
よ
る
一
等
水
辿
測
儀
の
成
果
を
図
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
水
準
茄
慄
変
動
図
に
よ
る
と
、
片
貝
地
区
の
両
爽
、
す
な
わ
ち
成
東
町

本
須
賀
地
域
と
、
直
亀
地
区
に

一
0
.. 、
リ
沈
下
の
等
位
線
が
包
ん
で
い
る
。
そ

れ
以
外
の
慄
石
番
号
、

K
uー

2
(
1
2
0
.
9
m
m
)
、

K
u
-
3
 (
1
1
3
"
0
m
m
)
、

K
uー

6

(
1
1
0
.
9
m
m
)
、

T
9
-
1
3
 (
-
1
9
m
m
)
等
の
沈
下
数
値
を
示
し
、

更
に
千
第
県
公
害
研
究
所
の
九
十
九
里
地
城
地
盤
変
勁
の
報
告
は
、
次
の
図

一
九
七

一
年
（
昭

27 



第二節砂堆と地形

ノ゚

憤芝町

-2 

゜
山武郡

茂

゜
゜岬町

゜

例変動！itの．’ll位は

変釦;:: cmとする

0 ~ -2 | | 

浜
-2 ~ -4 [.： :．： ：．： ・.．. ・・. : ： | 

ーノ窮Ill
-4 ~ -6 |,  

ー・窮町
1 - 6 ~ -8 || | | | 1 1 | | || | || 

。-8~-10化グ//4

-10~-12¥＼＼¥¥¥¥¥ 
-12--14 ~碑

図9 九十九里地域地盤変動概略図 九十九地域地盤沈下対策協頃会謁

（昭49.1. 1~50. 1-1) 
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第一立九十九里町の地形・地門

/
o
 

匝な郡

亀lll

凡例変動泣の単位は

変動:Iii:cmとする

0 ~ -2 | | 

-2 ~ -4 | •:. • :.. • ・. ・. ： • •:.:. 1 

。へ ，勾・,:.-,」託 J..
ノ・出川

-4 ~-6l | 

-6 ~ -8 | | | | 1 | | | | | | | | I • I 

、 I¥ ¥ -8~-10V/／///A 
-10~-12k¥¥¥¥＼＼＼¥ 

0
。

-12--14|冷的碑
図10九十九里地域地盤変動概略図 九十九里地域地盤沈下対策協1眉会調

（昭和50.1. 1~51. 1. 1) 
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第二節 砂堆と地形

参
考
文
献

中

野

“

正

日
本
の
平
野

流
入
に
よ
る
塩
害
被
害
等
に
発
展
し
か
ね
な
い
。

（
古
川

カ）

そ
れ
故
地
盤
の
沈
下
に
対
し
て
は
地
盤
の
油
さ
の
詳
細
な
測
址
に
よ
る
調

和
四
六
）
に
は
九
十
九
里
町
西
野
地
区
は

l
0
セ
ソ
チ
を
こ
え
る
沈
下
地
域
に
な
っ
た
。

十
九
里
町
西
野
地
区
と
茂
原
市
吉
田
地
区
、
白
子
町
鵞
地
区
、
長
生
村
七
井
戸
地
区
の
四
地
区
が
ニ
ー
八
セ
ソ
チ
の
沈
下
地
区

と
し
て
登
め
し
た
。
同
四
九
年
に
な
る
と
、
九
十
九
里
地
域
の
沈
下
は
四
八
年
に
比
し
て
、

減
少
し
て
き
た
。
翌
五

0
年
度
に
入
る
と
、
図
10
の
通
り
一
ー
四
セ
ソ
チ
の
範
囲
に
止
ま
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
本
町
の
地
盤
沈
下
は
微
趾
で
あ
る
に
せ
よ
、
影
薔
被
虫
ぇ
は
農
業
上
排
水
の
不
良
、
乾
田
の
湿
田
化
、
海
水

社
、
高
さ
の
分
布
状
態
が
ど
の
よ
う
に
あ
る
か
を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
論
及
す
る
ま
で
も
な
い
。

註
(

1

)

サ
ソ
ド
バ
ー

(
S
a
n
d
b
a
r
)

平
地
海
岸
で
は
茄
底
が
非
常
に
遠
浅
で
あ
る
か
ら
、
磯
波
は
海
化
で
砕
け
ず
に
ほ
か
ら
遥
く
糾
た
っ

た
沖
合
に
波
浪
が
現
わ
れ
る
。
そ
こ
で
波
浪
が
海
底
の
砂
土
を
励
か
し
て
、
そ
の
一
部
を
前
方
に
堆
栢
し
て
海
岸
線
に
平
行
な
洲
を
形

成
す
る
。
こ
の
砂
の
洲
を
い
う
。

(

2

)

水
荘
潟
査
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
水
深
一
〇
メ
ー
ト

ル
弱
の
と
こ
ろ
ま
で
の
間
に
汀
線
に
平
行
な
一＿
列
の
サ
ソ
ド
バ
ー
が
什
任
。
比
硲

店
m
/
5
m
o

(
3
)

内
田
立

一
(
1
9
3
0
)

「
九
十
九
里
浜
地
方
に
お
け
る
人
文
の
発
達
と
海
作
線
の
笈
化
」

(

4

)

竹
内
常
行
(
1
9
7
5
)

日
本
大
学
地
理
学
科
五
●
周
年
記
念
出
文
集
「
九
十
九
里
平
野
の
水
利
と
土
地
利
用
」

(
5
)

経
少
な
地
点
と
は
土
地
改
良
事
某
で
は
宅
地
回
り
林
地
は
取
餘
い
て
施
行
し
て
い
る
の
で
こ
の
附
所
を
絃
味
す
る
。

(
6
)

古
川
力
(
1
9
6
7
)

「
九
十
九
里
平
野
」
二
宮

“bJ日
本
地
誌
千
薬
神
奈
川
編
所
収

東
関
東
編
九
十
九
里
乎
野

昭
、
一
．二

一
ー
ニ
セ
ソ
チ
メ

ー
ト
ル
程
度
に

翌
四
七
年
に
は
九
十
九
里
地
域
の
九
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第一章 九十九里町の地形・地質

折
れ
て
東
し
、

古
書
に
見
え
る
作

田
川
、
真
亀
川

千
葉
阻
閃
度
部

千
薬
県
公
宅
研
究
所

辻

村

太

郎

古

川

カ

古

川

力

竹

内

常

，

＂

の
文
忠
に
北
山
野
辺
悦
郷
（
詳
な
ら
ず
但
し
今
郡
の
北
辺
に
撹
川
有
り
、
又
、
武
射
郡
の
北
界
に
悦
村
有
り
）

そ
重

ベ

r
上
総
国
誌
稿
、
上
之
一
』
「
山
辺
郡
」
の
条
に
、

作
田
川
真
亀
川
の
水
系
と
低
湿
地
の
涵
養

九
十
九
用
平
野
の
水
利
と
土
地
利
用

昭
、
五
〇

径
起
面
岸
平
野
と
し
て
の
九
十
九
里
浜
平

野

九

十

九

且

町

誌

昭

、

五

一

千
案
虻
水
準
測
且
成
果
表
昭
、
五
ニ

九
十
九
里
地
城
の
地
盤
沈
下
昭
、
五
二

新

考

地

形

学

昭

、

一

三

日
本
地
誌
祁
八
巻
千
業
神
奈
川
編
九
十

第
三
節

鹿
見
塚
、
場
井
郷
、
粟
宇
郷
の
字
面
見
ゆ
。a

ば

會

又
『
同
因
、
上
之
一
―
-
』
名
川
の
項
「
南
白
亀
川
」
に
つ
い
て
、

一
四
二

0
年
（
応
永
二
七
）
―
二
月
の
持
氏
（
足
利
）

源
を
山
辺
郡
小
中
村
の
丘
陵
よ
り
発
し
、
大
網
宿
の
南
端
に
至
り
、
分
れ
て
二
条
と
為
り
、
南
な
る
者
は
東
流
し
て
山
辺
、
長
柄
二
郡
の
界

e
'
 

を
画
し
、
北
な
る
者
は
東
よ
り
折
て
南
流
し
、
沼
沢
及
び
水
田
の
余
水
を
受
け
、
二
郡
の
界
に
至
て
附
な
る
名
と
合
し
、
二
条
一
と
お
て

駈

ん

・

ん

つ

●

び

ら

’

書

く

（
元
来
北
な
る
者
幹
川
た
り
。
年
月
詳
な
ら
ず
開
繋
し
て
水
を
南
に
分
ち
、
今
や
南
な
る
者
幹
川
の
状
を
為
す
）
長
柄
郡
に
入
り
、
再
び

•
-
9
け
つ

剃
金
、
古
所
の
界
に
至
て
矢
指
浦
に
入
る
。
長
大
約
五
里
、
流
勢
徐
級
、
溝
泊
の
如
く
、
流
末
に
至
て
は
蓋
漑
水
面
を
蔽

古菊

川地

利

力夫

阪

N 

幾

千
秘
県
企
画
部

九

用

平

野

昭

、

四

二

九
十
九
児
必
屈
地
区
広
城
水
辺
水

oo闘

牡

報

告

巾

ぃ

昭

、

五

〇

沖
肌
世
に
お
け
る
関
束
平
野
中
央
部
の
陸

化
期
の
年
代

昭

、

三

八

房
稔
半
品
の
地
域
診
断
昭
、
四
一

日
本
地
誌
8

千
卵
肌
ニ
ニ
八
ペ
ー
ジ

九
十
九
里
浜
平
野

二
宮
也
店

昭
、
四
二
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第三節 作田川 頁亀川の水系と低湿地の油焚

図11 河川が砂瑾のきれ目から次の侭地への流路

ふ
。
而
し
て
運
輸
の
使
無
く
、
濡
漑
の
利
多
か
ら
ず
、
海
渤
洲
る
こ
と
二
阻
許
、
蹂
雨
に

会
す
れ
は

水
溢
れ
て
、
沿
川
の
田
圃
を
宙
す
。
蛸
及
ひ
蜆
を
産
す
。
（
本
川
上
流
に
在
て
は
定
名
無
し
長
柄
郡

に
入
り
て
始
て
面
白
れ
川
と
称
す
）

．．
 い摂

川
に
つ
い
て
次
の
如
く
見
え
る
。

源
を
山
辺
郡
極
楽
寺
村
、
武
射
郡
大
木
村
等
の
丘
祓
よ
り
発
し
、
東
内
流
し
て
武
射
郡
を
過
き
、
山

＊
・
や
か

辺
郡
の
海
浜
に
至
り
、
迂
回
し
て
面
し
、

Jr只
村
に
於
て
矢
指
浦
に
入
る
。
長
大
約
五
旦
、
流
勢
級

O
Iず

9
む

9

鯉
、
鮒
、
鯰

鮒

t
を

h
い
U
ん

＋

t

に
し
て
運
輸
の
使
無
く
、
各
処
隷
断
し
て
水
田
に
罹
く
、
其
利
小
な
ら
す
、

産
す
。
支
川
一
条
有
り
、
武
射
郡
沖
渡
村
、
横
田
村
の
山
問
よ
り
発
し
、
搬
台
、
召
ロ
ニ
村
の
界
に

至
て
本
川
に
入
る
。
9

圧
名
な
し
。

通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
平
野
を
流
れ
る
河
川
は
、
平
野
の
地
形
的
特

て
い

色
に
制
約
さ
れ
て
そ
の
流
路
を
指
向
し
て
い
る
。

平
野
価
に
は
汀
線
に
並
列
し
て
い
る
「
砂

堆
」
と
「
後
行
低
湿
地
」
と
が
流
路
を
指
向
す
る
要
因
で
あ
る
。
下
総
台
地
か
ら
乎
野
面
に

し
令

出
た
作
田
川
・
真
爪
川
は
前
面
の
砂
堆
に
遮
断
さ
れ
、
し
ば
ら
く
の
間
南
北
砂
堆
問
の
低
所

“ん

を
平
行
し
て
流
れ
、
湿
地
の
涵
汲
源
と
な
り
、
図
1
1
A
所
の
き
れ
目
を
探
し
求
め
て
砂
堆
を
横
断
し
て
、
次
の
低
所
に
流
路
を

._,"i
 

や
や
直
角
に
変
え
る
。
辛
田
橋
の
上
に
た
っ
て
真
也
川
が
北
東
か
ら
南
西
に
流
路
を
変
じ
て
行
く
の
は
こ
の
好
例
で
あ
る
。

平
野
面
の
勾
配
は
極
め
て
ゆ
る
や
か
で
あ
る
上
、
貯
水
能
力
に
乏
し
い
た
め
、
降
雨
品
の
多
い
時
は
排
水
能
力
は
極
度
に
制

限
さ
れ
、
洪
水
を
起
こ
す
危
検
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
両
総
用
排
水
の
完
備
さ
れ
ぬ
以
前
は
、
水
田
の
冠
水
が
し
ば

作
田
川
・
真
亀
川

の

流

路

と

地

形

九
十
九
里
浜
平
野
が
傑
式
的
な
面
岸
平
野
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
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第三節

泉

村

小

宮大

田宮

町

村

村

町

区

~
I
[
5

蒻
ー
｝I
I

戸：
1
9
6
1
3
0
1
]

和
紐
は岡リニ

匹
詞

漑

作田川

地 区

南郷村

真亀）IIの水系と低湿地の涵資

川
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。

作
田
川
を
め
ぐ
る

用

水

慣

行

問

題

た
の
で
あ
る
。

し
ば
あ
っ
た
。

一
九
一
六
年
（
大
正
五
）
刊
行
の
『

111武
郡
郷
土
誌
』
に
、

い
る
。

延

巴
¥

こ
九

•
O
J
j粁
＿

域

i(1i 

一
方
降
雨
の
少
な
い
時
は
渇
水
し
泄
漑
用
水
の
不
足
に
悩
ま
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ニ
・
八
四
立
米

j
 

水

屈

一
九
六
一
年
（
昭
和
三
六
）
以
前
、
両
総
土
地
改
良
事
業
実
施
以
前
で
は
水
稲
の
低
位
生
産
性
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

作
田
川
は
又
境
川
と
も
い
う
。
境
川
が
作
田
川
と
呼
称
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
綽
は
明
ら
か
で
な
い
。

一
八
五
三
年
（
明
治
一
六
）
作
製
さ
れ
た
参
謀
本
部
陸
軍
部
測
址
局
の
二
万
分
の
一
地
形
図
で
は
「
皮

一
八
八
七
年
（
明
治
二

0
)
刊
行
の
祁
岡
良
弼
の
『
日
本
地
理
志
料
』
に
は
「
堺
川
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
国
土
地
理
院
の
本
年
度
刊
行
さ
れ
た
士
地
利
用
図
で
は
作
田
川
と
呼
称
さ
れ
て

人コヽ
と

境
川
は
説
を
悦
村
極
梨
寺
日
向
村
大
木
の
丘
陵
よ
り
発
し
束
南
沫
し
て
海
浜
に
至
り
迂
同
し
て

南
し
片
貝
村
に
於
て
海
に
入
る
。
別
表
の
よ
う
に
長
さ
約
五
里
、
流
勢
級
な
れ
と
も
巡
輪
の
使

な
く
只
罰
漑
の
利
少
な
か
ら
ず
、
野
、
鮒
、
鯰
、
鮒
を
産
す
、
ま
た
一
水
あ
り
陸
岡
村
沖
渡
、

横
田
等
の
Ill
問
よ
り
発
し
成
東
、

lfi郷
、
数
成
ヱ
町
村
の
界
に
至
り
て
本
川
に
入
る
（
成
東
町

関
辺
の
人
々
は
こ
れ
を
成
東
川
と
よ
ん
で
し
る
）
。

流

格

長

＿
iAt

ー

可
fD

川

一

―

八

．

0

＂-

『
両
紀
土
地
改

R
区
史
』
に
よ
れ
ば
、
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第一翫 九十九里町の地形・地質

こ
れ
に
よ
る
と
、

水
係
争
の
実
態
が
把
握
で
き
る
。

挽
川
「
関
芝
堰
」
用
水
係
争

二
日
、
早
船
一
日
寺
的

0
•
五
日
と
な
っ
て
い
る
。

犬
九
参
照

か

ん

て

ん

“

っ

片
堰
は
何
れ
も
旱
天
と
も
な
れ
ば
、
水
源
の
水
歪
は
不
足
す
る
の
で
旱
魃
の
被
t
1
は
全
域
に
わ
た
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
井

堰
中
「
戸
田
堰
」
で
は
番
水
に
よ
る
分
水
憫
行
が
み
ら
れ
る
。
戸
田
堰
は
過
去
の
早
魃
の
際
、
培
川
上
流
の
水
栢
が
著
し
く
枯

"
“
と
人

渇
し
た
た
め
、
成
東
町
・
大
官
村
の
両
村
で
は
水
利
係
争
を
起
こ
し
、
訴
訟
の
結
果
、
大
祁
村
側
は
植
付
期
よ
り
旧
暦
七
月
七

日
ま
で
の
問
で
一
0
日
毎
に
一
―
-
•
五
日
引
水
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
大
宮
村
の
三
・
五
日
の
問
大
字
別
の
引
水
権
は
、
宮
ロ

で

い

9

一
七
九
四
年
（
寛
政
六
）
小
川
家
文
湛
、
「
用
水
出
入
御
裁
許
仰
せ
渡
さ
れ
御
清
証
文
・
写
、
」
の
中
に
小
関
村
、
片
只
村
の
用

差
し
上
げ
申
す
一
札
の
市

疇

9
し
“
嶋

e

.

，
し

た
て

一
私
共
出
入
再
応
御
吟
味
を
と
げ
ら
れ
候
処
関
芝
堰
の
儀
は
小

oo村
地
先
に
て
堰
仕
立
候
節
も
そ
の

Iir々
片
貝
村
よ
り
人
足
筍
差
出
し
候
儀

し
・
た
9

も
こ
れ
焦
き
上
は
小
閲
村
堰
元
と
相
心
得
も
っ
と
も
片
只
村
に
て
用
水
不
足
之
節
は
仕
来
通
り
人
足
打
等
い
た
し
堰
仕
立
水
引
取
ら
せ
植

・
し
“

，

み

ず

（

さ

れ

付
堰
日
数
之
儀
は
去
西
年
（
一
七
八
九
寛
政
元
百
）
も
九
日
去
子
年
（
一
七
九
二
窃
政
四
子
）
も
十
日
笙
附
候
故
小
関
村
水
腐
致
し
候
趣

そ
ん

と
9

b

中
し
立
て
候
へ
ど
も
其
節
水
祖
引
之
儀
割
付
皆
済
目
録
二
も
相
見
え
ず
倹
問
杭
付
冦
之
位
は
両
村
巾
合
右
丙
子
両
年
の
日
数
に
準
し
取
斗

”ら0
(

『

こ

鳥

い

●

つ

●

ひ
井
互
取
堰
之
位
は
双
方
中
口
府
合
い
た
し
候
上
は
A
数
四
日
と
相
極
め
且
片
貝
村
地
内
霞
ま
け
紐
地
「
な
が
ら
み
じ
り
」
ニ
ヶ
所
之
水

ハ
間
の
井
堰

泄
漑
面
積

一
、
九
六
五
町
歩

流
祁
延
長

”
 

九、

0
0
0米
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第三節 作田llI 真亀川の水系と低潟地の涵資

寛
政
五
丑
年
七
月
廿
五
日

叱
り
匹
か
れ
候
旨

仰
せ
渡
さ
れ
候

小

rn切
土
佐
ノ
守
組
与
力
給
知

同 同

宗

兵

衛

訴
訟
人

惣

代

名

主

長

兵

衛

上
鯰
国
山
辺
郡
片
貝
村

小
田
切
土
佐
ノ
守
組
与
力
給
知

本
問
佐
渡
守

長
谷
川
平
蔵

知
行

口
は
土
俵
を
以
同
村
よ
り
留
股
も
っ
と
も
壱
俵
丈
水
抜
を
明
四
小
関
村
耕
地
之
水
沼
し
「
上
野
め
」
堰
之
儀
堰

ffl候
節
は
関
芝
同
様
之
儀

ニ
付
足
又
小

oo村
堰
元
と
相
心
得
片
貝
村
用
水
入
用
の
節
は
泣
支
な
き
様
村
申
合
収
は
か
ら
ひ
次

―ー
作
田
村
に
て
新
規

―ー
仕
立
候
字
「
宮

"
'
し
ら

之
後
」
井
筋
ハ
埋
立
先
規
の
如
く
「
小
幅
堰
」
よ
り
水
引
取
関
芝
塚
よ
り
引
受
候
片
貝
、
小
関
両
村
の
余
水
ハ
足
迄
の
通
り
と
相
、心
得

“
“
u
か

「
大
中
」
地
内
之
作
田
村
よ
り
第
立
候
新
提
ハ
取
払
い
申
し
可
＜
候
右
之
外
片
貝
小

OO丙
村
地
援
堀
筋
井
作
田
村
「
大
中
」
「
小
幡
」
坂

日
散
の
儀
申
立
候
へ
ど
も
訴
状
外
二
付
今
般
湖
沙
汰
に
及
ぷ
ぺ
＜
筋
二
こ
れ
な
き
旨
仰
せ
渡
さ
れ
候

V
9あ
0

さ

ら

い

入

ピ

ら

も

e
っ
と

ー
作
田
村
の
者
共
小
幡
版
操
上
候
わ
ば
川
筋
用
水
引
取
候
村
々

一
同
得
心
の
上
堀
浚
致
す
べ
き
処
猥
り
に
井
筋
仕
立
候
段
不
埓
二
付
急
度
御

、。

一
中
村
の
内
「
大
中
」
の
も
の
ど
も
餃
も
右
川
社
作
田
村
よ
り
新
足
築
立
さ
せ
候
段
不
埓
二
候
二
付
急
度
御
叱
既
か
れ
候
旨
仰
せ
渡
さ
れ
候

“

令

“

と

が

9

よ
っ
て

く
“
ん

右
仰
せ
渡
さ
れ
候
趣
一
同
承
知
畏
れ
奉
り
候
若
相
背
候
わ
ば
御
科
仰
付
ら
れ
ぺ
＜
候
仇
而
御
出
証
文
必
上
申
処
件
の
如
し

松
平
敗
前
守
領
分
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棺ーロ 九十九里町の地形・地買

乙
し
上
げ
申
す
一
札
之
布

鐸
評
定
所

組
頭
政
右
衛
門

大
中
小
中
惣
代

小
田
切
土
佐
の
守
組
与
力
給
知

惣

名

主

又

兵

衛

同 松
波
八
百
之
丞

紅
林
甚
三
郎

国
同
祁
作
田
村

同
因
同
郡
中
村
之
内

一
上
総
国
山
辺
郎
小

oo村
片
只
村
申
し
上
げ
滲
り
候
去
丑
年
（
一
七
九
三
寛
政
五
丑
）
七
月
中

つ
●
9
9

し
つ
て

御
戴
許
仰
せ
渡
さ
れ
候
ハ
片

n村
地
内
字
霞
を
耕
地
な
が
ら
み
尻
弐
ヶ
所
の
水
日
は
阿
村
よ
り
土
俵
を
以
留
は
も
っ
と
も
ゼ
俵
丈
ヶ
水
抜

づ
ら

を
明
け
駐
き
小
関
村
耕
地
へ
水
沼
し
候
様
仰
せ
濱
さ
れ
候
故
小
関
村
に
て
は
田
而
よ
り
壱
俵
横
―
ー
居
候
位
と
相
心
得
候
処
去
月
十
日
頃
苗

赤

井

主

計

知

行

石

谷

十

蔵

箆

助

兵

衛

館
山
十
兵
衛
御
代
官
所

相

手

名

主

権

次

郎

同
因
同
郡
小

oo村
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第三節 作田）II

御
支
配
所
片
只
村
小
関
村
両
村
役
人
一
同
申
上
げ
摯
り
候

又
同
家

恐
れ
な
が
ら
霞
付
を
以
て
順
上
げ
寧
り
候

、

．

た

け

代
堰
の
節
片
貝
村
に
て
は
水
の
増
減
二
応
じ
水
而
よ
り
土
俵
壱
依
の
小
口
丈
引
き
明
け
水
抜
き
致
候
様
相
心
得
候
旨
申
立
―
ー
付
今
般
右
御

9
』

“

ぃ

“

そ

＾

窺
の
た
め
小

oo村
権
次
郎
罷
り
出
で
候
処
片
貝
村
名
主
宗
兵
衛
召
出
さ
れ
御
利
解
仰
せ
聞
か
さ
れ
一
同
承
知
m
茫
奉
り
候
二
付
水
の
増
減

釦
~

に
内
わ
ら
ず
田
面
よ
り
土
俵
壱
俵
丈
ヶ
小
口
の
積
り
を
以
水
沼
し
仕
り
双
方
茂
支
え
致
さ
ず
御
陀
な
く
候
問
右
御
裁
許
の
通
り
相
守
り

い
ら
い

が
重
し
●

以
来
双
方
共
御
馴
ケ
間
敷
代
毛
頭
御
座
無
く
候

之
に
依
っ
て
双
方
一
同
述
印
泣
し
上
げ
摩
り
候
以
上

御
皐
行
所
様

本
問
佐
渡
ノ
守
知
行
所

同
困
同
郡
片
貝
村

右
の
通
御
掛
り
曲
滞
甲
斐
守
様
御
役
所
へ
証
文
差
し
上
げ
窄
り
候
も
っ
と
も
御
留
役
様
よ
り
御
理
解
仰
せ
皿
か
さ
れ
候
は
水
面
よ
り
土
依

し
つ
か
し
く

壱
俵
丈
ケ
水
抜
を
明
け
伍
き
候
て
は
其
時
々
増
減
二
紐
い
水
口
上
ヶ
下
ケ
甚
だ
六
ケ
敷
候
故
田
面
よ
り
小
口
壱
俵
丈
ヶ
明
け
fuき
候
得
ば

水
の
増
減
二
拘
わ
ら
ず
候
て
宜
敷
こ
れ
あ
る
ぺ
き
旨
御
理
解
二
付
き
前
文
之
通
り
証
文
疫
上
ケ
婦
村
仕
り
候
。

一
八
七

0
年
（
明
治
―
―
―
午
）
五
月
柴
山
役
所
に
差
上
げ
た
「
堰
入
用
取
調
也
上
帳
」
に
よ
れ
ば
、

(

2

)

 

疇

●

し

“

あ

い

、

．

私
共
村
方
の
保
字
堰
芝
と
申
場
所
に
て
往
古
よ
り
両
村
合
堰
二
留
来
リ
差
支

名
主

,．‘
 

w“ 

兵

衛

晶
添
吟
庄
月

四
給
惣
代

名

主

権

次

郎

真亀川の水系と低湿地の涵資

上
総
国
山
辺
郡
小

oo村

の
か
み

小
田
切
土
佐
守
組
与
力
給
知
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第一丙 九十九里町の地形・地門

一
白
米
五
依

三
百
石
余

人
足
四
百
人

内

一
麻
千
百
七
拾
弐
石
六
斗
六
升
八
＾
3

八
夕
八
才

覚
御
役
所

硲
正

但
二
日
分
一
日
壱
人
削
白
米
五
＾
口
づ
つ

堰
芝
堰
川
水
掛

片
貝
村

父

lE兵
衛

代
印

片

H
村
役
人
惣
代

年

祐

組

頒

庄

兵

術

役
人
惣
代
組
頭山

府
―
ー
付

四

郎

上
総
国
山
辺
郡
小

oo村

御
支
紀
所

し
會

U

9

9

え
つ
＂
ぜ
息

無
く
分
水
仕
来
元
来
天
水
場
故
照
舷
二
相
成
リ
候
え
ば
早
川
二
及
び
候
は
勿
治
二
付
今
般
悧
付
堰
小
ズ
こ
'
-
日
よ
り
取
掛
り
昨
十
二
日
迄

し
●

r
uじ

0
ら
び

ニ
出
来
仕
り
未
だ
水
受
仕
ら
ず
も
っ
と
も
例
年
田
力
伯
付
堰
井
互
取
堀
両
瓜
二
候
多
人
数
ヲ
以
留
米
リ
年
柄
二
よ
り
種
硲
堰
も
い
た
し
候

h
,

．

c
.
L
^
'
 

儀
も
こ
れ
布
り
右
は
IIJ
地
頭
所
よ
り
堰
扶
持
米
御
下
ヶ
こ
れ
布
り
有
甦
＜
柑
弁
え
内
村
北
人
足
扶
持
米
在
増
は
行
仙
き
餃
得
共
叫
依
共
外

じ

よ

う

し

讐

た

9

多
分
二
雑
費
相
掛
り
わ
け
て
近
米
訊
品
9
9
仙
に
て
定
式
の
塩
扶
持
二
て
は
不
足
に
て
引
足
中
さ
ず
＂
必
迄
共
内
村
共
油
隕
を
以
て
出
銀
仕
米

↑

し

な

い

が

た

し

＂

＇

し

ょ

’

リ
候
糾
共
困
窮
の
村
方
御
田
地
没
方
と
は
中
し
乍
ら
小
前
面
姓
雌
渋
仕
り
餃
二
付
別
紙
仕
松
似
を
以
巾
上
げ
冷
り
候

o.人

何
卒
出
格
の
御
慈
悲
を
以
右
め
所
御
見
分
の
上
相
当
の
御
手
当
下
位
か
れ
候
様
偏
二
卯
上
＊
り
餃

以

上
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第三節

覚

一
酒
―
-
＿
升

但

小
関
村

代
銭

一
蟻
燭

但

一
白
米

但

一
縄

六
丸
半

但
壱
丸
代
六
百
文
ッ
ツ

作田川 真亀川の水系と低泣地の涵資

但

代
銭
廿
六
メ
四
百
五
拾
六
文

一
立
冦
―
―
ー
百
七
拾
枚

両
―
一
付
九
拾
枚
か
へ

代
銭
―
―
一
貫
五
百
文

鳥
•

一
明
俵

一
味
噌

壱
貫
四
百
目

三
百
五
拾
＝
＿
俵

代
金
四
両
壱
朱
卜

代
銭
ー
―
-
／
九
百
文

代
銭
四
＂
五
百
文

代
銭
壱
＂
六
百
文

．．
 一真木

四
駄

但

壱
俵
二
付
七
拾
弐
文
ッ
ツ

四
百
八
拾
三
文

修
覆
人
足
何
人
分
手
当

幾
日
夜
中
ロ
ロ
入
用

堰
留
切
祝
ひ

一
高
＝
＝
百
八
拾
壱
石
七
斗
五
升
七
合
五
夕

但
百
文
二
付
四
拾
目
か
へ

但
両
二
付
廿
五
駄
か
へ
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坑一翠

小
関
村

片
貝
村

九十九里町の地形・地費

御
支
配
所

メ．
一
酒
一
＿
＿
升

代
銭
弐
/
七
百
文

水
受
候
節
堰
修
覆
人
足
手
当
何
人
と
も

相
分
ら
ず
候

水
甜
中
香
人
足
夜
二
見
廻
り
入
用
分

但
堰
留
切
祝
ひ

右
は
両
村
当
五
月
十
一
日
よ
り
十
二
日
迄
留
切
候
堰
諸
入
用
取
調
書
上
候
処
相
遠
鐸
匝
な
く
候

上
総
国
山
辺
郡

一
蟻
燭

但

一
白
米

但

一
縄
四
丸
半

但
壱
丸
代
六
百
文

一
明
俵

六
百
八
拾
弐
枚
但

明
依
セ
俵
ー
ー
付
代
七
拾
弐
文
ッ
ツ

代
銭
＝
―
/
五
百
文

一
味
噌

壱
貰
四
百
目

但
百
文
二
付
四
拾
目
か
へ

代
銭
壱
／
i

ハ
百
文

一
真
木
四
駄

但
両
ー
＿
廿
五
駄
か
へ

ー
白
米
五
俵

麻
百
七
拾
石
余

内

埴
芝
堰
用
水
掛

人
足
四
百
人
但
二
日
分
ゼ
人
前
白
米
五
合
ッ
ツ

以

上
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第三節 作m川 双亀川の水系と低湿地の面沢

仕
法
般

前

U
仕
法
飢
之
儀
は
小
関
村
片
貝
村
役
人
共
堰
諸
入
川
取
囮
候
処
相
違
御
匝
無
く
候

以

上

同

小
関
村

四

郎

組
頭
四
郎
右
衛
門

役
人
惣
代

片
貝
村

片
只
村

小
関
村

片
貝
村
小
閲
村
字
堰
芝
と
等
用
水
の
儀
は
作
田
村
小
凋
村
両
村
悦
川
合
堰
仕
り
必
支
え
な
く
分
水
仕
来
、
元
来

i

-

＿水
め
殊

二
柑
地
の
村
方

し
ぢ

日
数
十

H
も
照
り
紐
き
候
得
ば
半
田
に
及
び
侯
村
々
年
柄
二
よ
り
拍
仕
＋
は
勿
でそ
れ
収
堰
迄
多
人
数
を
以
合
製
仕
り
右
川
上
二
於
て
当
時

かヽ

作
I
I
I
吸
こ
れ
有
り
巾
私
共
両
け
合
堰
ハ
川
下
二
こ
れ
布
り
候
間
作
田
村
塩
切
下
ヶ
餃
て
は

9
"
h
l
i

煉
く
取
怠
先
例

—
え
比せ
去
十
ご
口
よ
り
取

~
倉
9

ム

C

掛
十
二
日
迄
二
袖
理
仕
候
孜
二
御
座
候
右
は
旧
地
頭
所
よ
り
塩
扶
持
御
下
ヶ
成
し
下
し
近
か
れ
餃
出
所
内
村
共
＾
c
堰
補
兜
仕
り
い
ま
だ
水

じ
ょ
ヽ
し

9

0

9

た

9

受
仕
ら
ず
内
恐
れ
な
が
ら
御
見
分
駁
い
上
げ
冶
り
度
く
近
米
物
価
凶
値
の
折
柄
に
て
定
式
の
船
扶
柑
の
み

―ー
て
は
格
別
不
足
に
て
引
足
申

さ
ず
是
迄
両
村
共
“
割
を
以
出
銀
仕
り
候
得
共
困
窮
の
村
方
御
llJ
地
の
孜
育
と
は
巾
し
な
が
ら
小
前
占
姓
共
雌
渋
仕
り
候
二
付
別
紙
仕
法

0
と
え

級
を
以
申
し
上
げ
奉
り
候
何
卒
出
格
の
御
慈
悲
を
以
て
右
出
所
御
見
分
の
上
思
召
の
御

f
当

F
し

mか
れ
貶
偏
二
駈
上
げ
ん
り
餃
己
上

ぁ

し

會

9

合
坂
分

代

父

正

兵

衛

年

番

庄

兵

衛

組

頭

四

郎

明
治
三
午
年
五
月
十
＿
―
-
日

役
人
惣
代
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第一立 九十九里町の地形・地質

鐸
役
所

(-^
姜

明
治
三
年
五
月

榮

山 代
銭
三
分
―
-

右
之
通
―
ー
御
座
候

以

上

九
百
文

一
羅

銭
四
百
八
拾
三
文

六

丸

半

壱

丸

―

ー

付

六

百

文

ッ

ツ

三
百
五
拾
三
俵
但

代
銭
廿
六
貫
四
百
五
拾
六
文

一
竪
冦
三
百
七
拾
枚

代
金
四
両
壱
朱
卜

明
俵
不
足
二
付
俵
—
ー
用
い
候
金
壱
両
―
一
付
九
拾
枚
替

一
明
俵

壱
俵
―
ー
付
銭
七
拾
弐
文
ッ
ツ

-

＊

五

俵

人
足
四
百
人
但
十
一
日
十
二
日

幅

字

堰

芝

堰

長
油

ゼ
丈
余

十
九
問
五
尺

五
間

閥
三
百
石
余

用
水
掛
分

内

高
千
百
七
拾
弐
石
六
斗
六
升
八
合
八
夕
八
才

覚

二
日
の
分

片
貝
村

右
村役

人
惣
代

与
頭
四
郎
右
エ
門

一
日
セ
人
前
米
五
合
ッ
ツ
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第三節 作田川 真亀川の水系と低湿地の涵投

一
七
七
二
年
（
安
永
元
）
塚
崎
埜
地
の
開
発
に
伴
う
新
川
の
掘
さ
く
で
あ

る
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
、
西
野
村
秋
原
家
文
因
、
「
諸
用
集
録
抜
幸
」
（
九
安
七
上
二
六
六
頁
）
か
ら
主
要
な
個
所
を
あ
げ

●
よ

911“,

て
見
た
い
（
図
14
参
照
）
、
新
川
を
「
享
保
堀
」
と
か
時
の
代
官
赤
松
源
之
進
の
名
を
惜
り
「
源
之
進
堀
」
守
と
土
地
の
人
は
い
う
。

さ
て
真
亀
川
が
現
況
に
近
い
流
路
を
も
っ
た
の
は
、

．．．
 

・・’-
．．．．．．
 
’
 

．．
 

ヽ̀
・ 

贔

1

.
t
 

．
 

．．
 

、．．
 `

 

¥
 

.

.
 ＼

、

.

.

.
 

`
 

•• 
‘.* 

田““
沼

｀
 

ヽ

図13 塚崎野埜地一円

御新田見立以前の絵図

用
水
出
入
に
関
す
る
絵
図
面
」
に
よ
る
と
、
新
川
掘
さ
く
以
前
の
揆
様
が
、

真
亀
川
を
め
ぐ
る

用
水
慣
行
問
題

多
少
本
論
よ
り
横
道
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
惑
が
あ
る
が
作
田
川
の
用
水
憫
行
法
に
は
幾
多
の
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
。
ま
っ
た

た

ん

ら

＊

＇

く
水
源
を
持
た
な
い
い
わ
ゆ
る
天
水
田
は
、
冬
期
間
の
降
雨
を
湛
水
貯
溜
し
て
、
こ
れ
を
槌
付
用
水
に
利
用
し
、
そ
れ
以
後
の

用
水
は
そ
の
年
の
降
雨
に
ま
っ
た
く
依
存
す
る
と
い
っ
た
極
め
て
原
始
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
代
に
即
応
し
た
河
川
泄

漑
に
は
村
を
あ
げ
て
総
力
を
結
集
し
た
。
そ
の
一
端
を
探
る
史
料
と
し
て
引
例
し
た
の
で
あ
る
。

真
角
川
は
旧
正
気
村
家
徳
地
先
の
耕
地
内
に
起
こ
り
九
十
九
里
浜
に
流
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
東
金

か
か

市
宿
、
小
倉
家
古
地
図
「
文
政
五
年
(
-
八
二
二
）
荒
生
、
宿
大
治
関
ノ
下
よ
り
家
徳
村
へ
相
懸
り
候

は
っ
き
り
と
す
る
。
（
図
13
参
照
）
。
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“
“
,
K
 

給
知
上
庇
困
東
涌
（
註
九
十
九
旦
捕
）
付
村
々
御
料
新
田
之
地
絞
此
節
御
代
官
手
代
見
分
こ
れ
有
り
州
又
御
用
地
二
も
相
成
ぺ
き
や
の
旨

(

4

)

 

給
知
定
世
話
番

村
々
役
人
と
も
申
し
上
げ
候
二
付
御
勘
弁
之
汲
駁
上
げ
摯
り
候
柑
付
の
写

♦
い
し
ょ

「
私
ど
も
地
方
知
行
下
し
匠
か
れ
出
緒
の
殺
は
御
組
与
力
初
め
て
仰
せ
付
ら
れ
候
節
よ
り
昼
夜
御
用
繁
き
御
役
相
勁
め
候
―
ー
付
格
別
の
択

し
か
●
と
・』^
-

ヲ
以
元
和
五
年
（
一
六
一
九
年
）
上
紀
下
紀
の
内
に
て
都
合
邸
五
千
石
拝
煩
仰
せ
付
ら
れ
候
孜
二
御
庄
候
然
処
給
知
の
内
上
総
山
辺
郡

(

5

)

 

十
六
ヶ
村
の
義
は
多
分
海
岸
寄
の
所
に
て
用
水
対
均
所
二
御
巫
候
問
図
向
束
金
町
下
の
方
私
と
も
給
知
内
に
て
字
塚
崎
と
中
す
埜
地
こ
れ

く
"

あ
り
平
地
に
は
立
木
こ
れ
有
り
在
地
―
ー
は
自
然
と
溜
り
水
こ
れ
有
り
候
二
付
其
褐
所
よ
り
十
丁
又
は
二
十
丁
先
迄
も
溝
を
堀
通
し
給
知
村

し
“
雫
●

々
の
用
水
―
ー
取
り
用
い
又
は
薪
を
採
り
塩
焼
渡
世
に
仕
り
往
古
よ
り
右
埜
地
呼
出
を
以
田
地
産
某
相
続
仕
米
候
処
享
保
七
出
年
（
一
七
ニ

0

0

0

 

し
♦
っ
た
し

二
年
）
右
の
均
所
御
用
地
二
相
成
家
往
村
広
瀬
村
と
附
へ
候
新
村
弐
ヶ
村
出
米
候
二
付
水
溜
は
返
っ
て
新
村
の
印
二
相
成
り
候
故
弐
拾
四

町
新
川
堀
割
仰
付
ら
れ
海
中
へ
水
涸
切
沼
侯
問
右
川
筋
砂
流
れ
迫
に
深
堀
二
柑
成
候
得
と
も
素
よ
り
砂

u邸
地
に
て
土
気
薄
く
根
石
一
切

こ
れ
な
き
場
所
に
て
半
肌
の
息
強
く
罷
成
り
侯
汲
二
御
匝
候
問
其
下
ク
給
知
村
こ
の
義
は
狛
又
以
川
水
は
柑
成
ら
ず
全
の
水
掲
二
罷
成
格

と

9

人
と

9
~

別
之
取
実
柑
劣
り
地
頭
取
箇
も
多
分
一
一
相
減
候
義
―
一
御
座
候

…
…

中
略
…
•
•
•

と
●
み

前
引
申
上
候
通
り
給
知
内
水
腐
之
息
こ
れ
あ
る
場
所
も
御
料
新
田
出
米
候
節
は
用
水
柑
失
ひ
年
々
阜
拍
之
息
弥
、
泄
成
村
々
取
史
相
劣
り

↓屯＂

新

111

内

"11溝
＇ 

t洒
村
況
切
芝

小
沼
111
水
門

新
川

＇ 

図14 文化六巳年九月

宿村荒生村用水溝編絵図
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第三節 作m川 真亀川の水系と低湿地の涌喪

“

"

u

“

し

（

“

か

9

.』
彎
し

候
殺
形
敷
且
塚
綺
薪
褐
相
失
ひ
候
―
ー
付
塩
焼
産
業
―
ー
も
相
離
れ
中
々
以
田
地
斗
に
て
は
肥
等
狡
貧
敷
相
紐
柑
成
雉
<
:・・:
」

真
屯
川
沿
岸
村
々
の
用
水
系
争
問
題
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
そ
の
中
の
一
、
二
例
を
取
り
あ
げ
て
見
た
い
。

旧
山
辺
郡
其
亀
村
、
内
山
家
文
由
に
よ
る
と
、

書
い
•
:
9

「
差
し
上
げ
申
す
済
口
証
文
之
事
」

上
総
国
山
辺
郡
真
亀
村
役
人
惣
代
組
頭
利
兵
衛
井
同
国
同
郡
不
動
堂
村
役
人
惣
代
名
主
次
右
衛
門
よ
り
同
国
同
郡
小
沼
田
村
名
主
九
郎
右

9
じ
よ
9

で

い
9

し
ん
が
A
0し
ょ
’

衛
門
外
弐
人
へ
相
懸
り
議
定
途
変
致
し
用
水
路
迄
応
り
候
出
入
去
ル
六
月
中
、
石
川
主
水
正
様
へ
出
訴
冶
り
同
七
月
廿
五
日
御
迄
向
の
勾

a判
頂
戴
相
附
候
処
相
手
方
よ
り
も
夫
々
返
笞
出
を
以
上
追
之
御
吟
味
中
懸
合
の
上
内
済
仕
り
候
屈
慈
左
二
申
上
奉
り
候

一
右
出
入
訴
訟
方
に
て
は
用
水
格
の
孜
往
古
不
動
堂
村
＊
「
小
次
郎
溝
」
へ
引
来
り
候
処
享
保
十
三
巾
年
（
一
七
二
八
年
）
岡
郡
家
花
村
広

瀬
村
御
新
田
開
発
二
付
右
小
次
郎
溺
通
り
新
川
堀
割
仰
付
ら
れ
依
っ
て
右
川
下
へ
水
門
補
理
用
水
引
来
候
処
午
保
十
丘
戌
年
（
一
七
三
〇

(

6

)

 

年
）
中
柑
手
小
沼
田
村
の
も
の
右
新
川
筋
字
「
後
田
」
と
申
め
所
へ
流
塩
萩
原
源
八
郎
様
御
支
化
の
勘
駁
上
げ
其
節
新
規
の
投
二
付
不
勁

じ
ょ
9
は

9

堂
村
よ
り
鯉
渋
の
趣
顧
出
で
候
得
共
双
方
へ
御
利
解
仰
せ
聞
か
さ
れ
右
出
所
へ
流
牡
相
仕
立
敷
よ
り
邸
サ
弐
尺
板
定
弘
＿
一致
．ッ
川
水
引
方

の
儀
Ii
.P
ヶ
月
の
内
小
沼
田
村
へ
日
数
夜
水
を
引
取
ら
せ
も
っ
と
も
同
様
の
弐
夜
続
き
ゼ
夜
骰
二
仕
日
中
井
せ
夜
宛
は
不
動
党
村
へ
引
取

候
筈
二
夫
々
取
替
し
議
定
仕
リ
其
の
後
延
享
四
卯
年
（
一
七
四
七
年
）
相
手
小
沼
田
村
よ
り
其
頃
御
代
宜
遠
藤
七
郎
左
エ
門
様
御
役
所
へ
顧

上
ヶ
字
「
後
田
」
川
上
「
一
ノ
町
場
」
と
巾
す
所
へ
め
所
取
行
え
仕
り
飲
処
明
和
＝
―
戌
年
(
-
七
i

↑
ハ
年
）
御
代
官
遠
藤
兵
右
衛
門
様
御

手
代
御
見
分
の
上
代
替
仰
せ
付
ら
れ
相
仕
立
候
得
共
肱
代
方
邸
＜
罷
成
り
水
下
も
甦
渋
仕
餃
二
付
ぃ
具
几
村
よ
り
出
訴

□口
0
ロ
ロ
小
沿
田

し

9
た

村
取
特
し
滋
定
の
通
相
守
候
筈
に
て
内
済
仕
り
候
引
手
の
名
共
必
浪
定
柑
絨
り
欣
二
付
先
規
仕
来
り
迅
定
通
り
仰
付
下
llt
か
れ
候
様
今
般

出
訴
＊
り
候
処
相
手
に
て
は
水
門
堰
枠
の
義
小
沼

Ill村
進
退
に
て
前
の
御
行
甜
所
二
こ
れ
布
り
仕
ャ
り
は
川
船
瓜
問

二
御
州
飲
処
II
ハ
今
欠
崩

(

7

)

い“,
．．
 
t‘,＂ん

上
下
共
変
地
に
及
び
幅
広
敷
探
二
罷
成
り
代
政
爪
戌
年
(
-
ヒ
九

0
年
）
代
片
之
節
伊
な
小
右
近
符
監
様
御
内
新
井
久

i

-

＿様
御
迅
し
な
さ
れ

(
8
)
0
 0
 
0

し

l'

い
ら
い

堰
枠
比
迄
の
通
二
て
は
相
保
兼
候
に
て
紀
州
流
二
御
仕
様
施
さ
れ
御
将
詔
出
来
夫
よ
り
己
米
代
仔
の
疫
々
右
同
様
仰
せ
付
ら
れ
御
廿
胡
の
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文
政
六
未
年

九
月
廿
五
日

時
二
訴
訟
方
内
村
は
勿
出
川
附
村
々
立
会
仰
付
ら
れ
堀
枠
閥
低
水
盛
杭
御
打
立
一
同
見
hli
か
せ
梵
印
利
成
ら
ざ
る
趣
御
諮
渇
泣
し
上
げ
候

に
て
御
仕
似
二
も
こ
れ
有
り
候
通
り
水
門
戸
前
板
の
義
は
ゼ
尺
板

i

二
枚
二
餃
得
は
t

百
へ
の
/
切
ニ
―
こ
れ
あ
り
何
れ
の
村
方
に
て
も
先
年
よ

•
ど

り
故
閏
御
座
焦
＜
候
処
此
節
二
至
り
訴
訟
方
の
も
の
共
壱
尺
爪
寸
／
切
杯
と
姪
凶
巾
懸
り
其
上
分
水
仕
米
り
候
趣
中
立
候
得
ど
も
逸
々
相

途
の
旨
符
上
御
吟
味
中
々
御
州
餃
処
今
般
双
方
懸
合
の
上
小
沼
田
村
堀
枠
一戸
張
の
投
平
生
は
地
元
粉
手
次
第
二
致
す
ぺ
＜
渇
水
の
節
は
右

村
用
水
路
へ
水
上
り
六
左
エ
門
向
の
苗
代
め
に
て
双
力
村
役
人
立
会
の
上
W
9

低
を
見
定
メ
中
分
ノ
所
に
て
田
面
よ
り
爪
寸
の
水
面
杭
を
打

水
爪
寸
懸
リ
候
ハ
、
堰
枠
戸
板
九
枚
の
内
上
板
心
枚
通
り
三
枚
抜
払
沼
水
申
し
ぺ
く
候
水
面
杭
へ
水
掛
か
ら
ず
保
わ
．
は
早
速
/
V
J申
し
ペ

＜
候
且
又
杭
打
立
方
の
汲
は
焔
村
の
上
早
述
双
方
村
役
人
立
会
小
沼
田
村
六
左
衛
門
向
ふ
苗
代
出
岡
人
持
地
の
面
代
壱
枚
除
右
苗
代
よ
り

"' 

三
拾
問
四
方
の
内
縄
弘
致
し
私
低
の
様
子
見
立
杭
打
立
申
す
べ
き
筈
も
っ
と
も
変
地
等
も
斗
り
雌
く
こ
れ
に
依
っ
て
来
朴
水
潤
沢
の
節
前

aじ

U
と

え

輩
爪
寸
の
杭
面
迄
水
引
入
右
杭
面
よ
り
堰
枠
左
右
の
男
柱
へ
拗
通
し
住
へ
記
付
四
候
筈
勿
論
右
瓜
寸
の
杭
を
目
当
ー
一
致
し
候
殺
二
付
縦
令

柱
二
至
リ
何
寸
上
リ
下
り
こ
れ
有
候
共
双
方
決
て
途
変
仕
り
問
敷
候
右
柱
へ
印
付
方
の
義
は
左
右
の
柱
へ
切
込
横
よ
り
を
寸
の
差
込
木
致

し
但
上
・
、゚
の
方
を
掟
と
相
定
四
候
積
り
猶
亦
紐
附
け
節
渇
水
の
節
は
前
llJ
爪
寸
の
杭
へ
爪
寸
増
四
寸
水
懸
り
候
わ
．は
是
亦
騒
枠
板
壱
枚
辿

ぃ

．．
 

，
と

L

り
三
枚
抜
落
水
致
す
ぺ
＜
候
水
面
杭
へ
水
か
か
ら
ず
候
わ
ば
早
速
＂
切
申
す
べ
き
筈
に
て
右
出
入
一
同
靭
か
申
分
焦
＜
熟
談
内
済
偏
―

一御

伝
●

nて

威
光
と
有
り
甦
き
仕
合
と
存
じ
未
り
候
然
ル
上
ハ
右
一
件
二
付
爪
而
双
方
よ
り
御
願
筋
毛
頭
御
座
な
く
候

後
証
の
為
め
済
印
済
口
証
文
差
上
申
候
処
件
の
如
し

筒
井
伊
双
守
組
与
力
給
知

襄
木
弁
次
郎
知
行
所

上
総
国
山
辺
郡
其
亀
村

役
人
惣
代

組

限

訴

訟

人

文

左

衛

門
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第三節

右
江
戸
宿

訴
訟
方

鐸
評
定
所

同

名

主

村
上
荒
次
郎
知
行
所

仙
石
丹
波
守
知
行
所

同
国
同
郡
同
村

同
国
同
郡
同
村

同
国
同
郡
同
村

日
本
絹
通
瓜
町
目

中
川
飛
弾
守
知
行
所

名

主

兼

帯

山
田
茂
左
衛
門
代
官
所

権
右
衛
門

作田川

相

手

名

主

九
郎
右
衛
門

真亀川の水系と低湿地の涵養

名
主

同
国
同
郡

小
沼
田
村

h
tい
U
つ
e

作
右
エ
門
煩
付
代
兼

同
同
国
同
郡
不
動
堂
村

役
人
惣
代

名

主

次
右
衛
門
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申

合

せ

て
い
る
。

で
し
ば
し
ば
小
沼
田
堰
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
が
起
っ
て
い
る
。
」

「
西
野
堰
（
正
気
村
広
瀬
）
に
よ
っ
て
豊
海
村
西
野
四
一
町
歩
が
、
ま
た
其
亀
堰
（
践
海
町
其
亀
）
に
よ
っ
て
挫
海
村
真
角
、
不

動
堂
一

0
―
町
が
、
小
沼
田
堰
に
よ
っ
て
福
岡
村
六

0
町
歩
、
合
計
―

1
0二
町
歩
が
拙
漑
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
矢
張
り

早
魃
時
に
は
用
水
不
足
を
来
し
全
域
に
早
魃
を
お
こ
す
。
旧
福
岡
村
小
沼
田
堰
の
存
在
は
周
辺
の
村
と
利
害
が
相
反
す
る
の

と
、
こ
の
間
の
用
水
系
争
は
前
述
の
内
山
家
文
出
に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
頁
租
川
の
中
流
に
位
す
る
小
沼
田

部
落
は
用
水
を
確
保
す
る
た
め
井
堰
の
施
設
を
し
た
。
こ
れ
が
小
沼
田
堰
で
あ
る
。
小
沼
田
堰
は
比
較
的
高
い
地
域
の
小
沼
田

部
落
に
用
水
を
淳
く
た
め
堰
止
水
位
を
渇
く
す
る
の
で
、
上
流
部
に
位
す
る
幸
田
・
北
幸
谷
・
広
瀬
・
堀
上
・
北
の
幸
谷
で
は

低
地
に
湛
水
し
、
わ
ず
か
の
比
雨
で
も
冠
水
す
る
状
態
で
あ
る
の
で
小
沼
田
堰
は
一
七
四
四
年
（
延
享
元
）
よ
り
用
水
系
争
が
跡

を
絶
た
な
か
っ
た
。
最
近
で
は
小
沼
田
・
西
野
・
幸
田
・
広
瀬
・
家
徳
・
北
幸
谷
の
関
係
六
部
落
の
水
利
協
関
を
申
し
合
わ
せ

ー
福
岡
村
小
沼
田
堰
関
係
六
部
落
は
自
発
的
に
六
区
（
小
沼
田
、
西
野
、

広
瀬
、

『
両
総
土
地
改
良
区
史
』
(
-
九
六
五
年
昭
和
四

0
年
刊
）
に
よ
れ
ば
、

右
之
通
済

n
本
紙
之
写
心
得
方
の
た
め
銘
々
盆
印
人
共
是
を
は
即
一
申
候
事

家
徳
、

寺
田
、

北
辛
谷
）
水
利
潤
塾
委
員
会
を
作
る
こ

右
其
れ
村

尼
駐

四

兵

衛

佐

兵

衛
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第三節 作田JII 真亀川の水系と低湿地の涵養

記

風

郎

悩
岡
村
小
沼
田
堰
に
付
同
意

示
し
て
い
る
。

九
四
一
年
昭
和
一
i

ハ）。

殷

第
一
三
五

0
号
大
正
一
四
年
―

一
月
二

0
日

一
本
委
共
会
は
毎
年
在
彼
岸
前
（
又
は
旧
正
月
中
）
田
柏
前
、
田
植
後
、
委
員
長
の
指
定
す
る
個
所
に
於
て
委
員
会
を
開
き
六
区
の
水
利
団

整
を
懇
談
的
に
行
ひ
互
頷
の
精
神
を
以
て
食
糧
の
確
保
に
協
力
す
る
。

一
本
委
且
全
は
従
来
の
慣
行
に
従
ひ
春
末
彼
岸
に
先
づ
小
沼
出
堰
を
止
め
貯
水
の
状
況
に
従
ひ
逐
次
西
野
堰
に
止
め
る
こ
と
、
そ
の
後
は
貯

水
の
状
況
に
応
じ
悪
水
は
随
時
関
係
部
落
の
申
出
に
よ
り
耕
作
田
拍
に
支
印
な
き
様
排
除
す
る
こ
と
。

一
田
団
後
は
土
用
明
三
日
目
を
以
っ
て
小
沿
田
赳
を
開
放
し
逐
次
西
野
収
に
及
ぶ
こ
と
但
し
出
穂
期
に
地
下
水
は
適
宜
保
研
す
る
こ
と
（
一

本
申
し
合
わ
せ
に
よ
り
て
掲
水
機
施
設
一
〇
げ
屯
動
機
及
び
四

0
0
m
m
ヒ
ュ
ー
ガ
ル
ボ

ソ
ブ
を
施
設
し
た
。

大
正
年
間
の
小
沼
田
堰
の
改
築
に
あ
た
っ
て
は
正
気
村
は
福
岡
村
に
対
し
て
次
の
内
容

の
文
街
に
よ
っ
て
水
利
権
の
優
越
を

山
武
郡
福
闘
村
長

"＂． 

大
正
一
四
年
―
一
月
六
日
祁
一

〇
六
七
秀
に
依
り
同
意
を
求
め
ら
れ
た
る
術
岡
村
小
沼

lll
版
の
件
左
記
協
定
事
項
御
承
認
の
旨
御
通
牒
に
接

し
候
に
付
数
協
定
市
項
を
条
件
と
し
て
本
件
に
同
意
致
し
候
也

一
委
貝
は
各
部
沼
紺
二
名
又
は
三
名
と
す
る
こ
と
。

と゚

山
武
郡
正
気

村

長

広

瀬

伝
一
＿
一
郎
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第一政 九十九里町の地形・地質

正

気

村

長

広

瀬

幅
岡
村
、
小
沼
田
堰
に
関
し
協
定
事
項
中
旧
約
慣
行
の
意
義
は
享
保
以
来
延
卒
四
卯
年
（
一
七
四
七
）
七
月
証
文
其
の
他
之
に
関
す
る
規
約

慣
行
を
指
示
す
る
意
味
に
御
庄
候
右
及
答
申
候
也
。

(
＂
―
九
二
五
）

大
正
一
四
年
―
一
月
八

B

．．
 駈
h
し

こ
の
外
に
も
東
金
市
宿
小
倉
家
文
田
、
究
政
五
丑
年
（
一
七
九
三
）
十
月
の
「
為
取
苔
申
す
一
札
之
事
」
の
文
内
中
、
広
瀬
村

名
主
伝
三
郎
、
家
徳
村
名
主
治
郎
左
工
門
、
宿
村
名
主
新
左
ェ
門
、
荒
生
村
名
主
新
之
承
、
大
沼
村
名
主
喜
兵
衛
、
関
ノ
下
村

名

t
藤
左
ェ
門
、
藤
下
村
名
主
佐
右
工
門
辿
印
に
よ
る
一
札
が
あ
る
。
こ
の
一
札
の
文
中
に
次
の
文
面
が
見
え
る
。

「
宿
村
、
荒
生
村
、
大
沼
村
、
関
ノ
下
村
、
藤
下
村
右
五
ヶ
村
Jll
水
溝
一
ニ
ヶ
所
に
て
塚
鯰
球
原
の
水
を
往
古
よ
り
用
水
二
引
来
り
候
処
享
保

"”
 

年
中
塚
幻
御
見
立
御
新
田
二
相
成
亨
保
十
三
甲
年
（
一
七
二
八
）
悪
水
吐
と
し
て
匹
野
村
小
沼

m村
堺
へ
新
川
海
迄
堀
通
候
処
久
年
大
面
の

節
欠
崩
糾
広
ク
深
堀
―
一
相
成
其
上
家
徳
広
瀬
両
所
の
水
門
破
廃
仕
り
下
郷
村
々
用
水
而
ヘ
一
切
水
洛
込
み
中
さ
ず
年
々
氾
水
致
し
雌
儀

ft候

(

9

)

 

ニ
付
足
非
無
く
当
四
月
中
よ
り
御
＊
＇
汀
柳
生
主
屈
正
様
へ
土
地
御
見
分
の
上
新
川
埋
立
潤
新
巾
上
が
り
候
処
句
慈
悲
を
以
て
九
月
六
日
御
見

9
ら
し
た
て
つ
ご
ら

9

2

ら
し

9
J
9

分
御
役
人
内
方
鉄
五
郎
様
御
下
向
遊
ば
さ
れ
新
川
筋
御
見
分
の
上
下
謁
川
水
新
の
儀
は
家
徳
広
瀬
へ
懸
合
双
方
宜
様
致
す
ぺ
き
内
済
旨
仰

笞

中

誓

3
 

2
 

旧
約
慣
行
は
柑
互
に
れ
爪
さ
る
こ
と
。

定
杭
を
定
め
Jll
水
は
堰
止
め
態
水
は
排
餘
し
、
定
杭
水
郎
は
瓜
技
師
立
合
の
上
関
係
部
沼
協
汎
決
定
す
る
こ
と
。

用
水
時
期
を
彼

mよ
り
土
JH
叫
け
迄
と
し
、
其
以
外
は
＿
p
前
全
部
を
排
除
す
る
こ
と
。
但
し
川
lUliul水
と
樅
も
水
上
部
沼
伯
付
作
北
に

支
梵
の
場
合
は
支
閃
な
き
程
度
排
餘
す
る
こ
と
。

ー

伝
三
郎

殿

幅

岡

村

仲

故

も

邸

栖

一

郎

正

汰

村

仲

放

わ

児

保

祁

減
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第三節 作mllI 真亀J11の木系と低湿地の涵府

表10 両総中部土地改良事業真亀）II改修工事表

I J: 流 部
中流部 下流部

現況計画 現況 計 画 現況 計 画

I 15.0m 24.0m 22.2m 35.5m 
巾 門下部 4.0m 16.Sm 

上部ll.Om 22.9m 21.5m 30.4m 32.0m 41.5m 

水深（最大）1 1.2m 2.6m I 2.0m 2.Gm I 2.5m 2.sm 

通水屈（釦大）I7.5m1/sec I 17.lm1/sec 28.0m'/sec 

37.8m3/sec 63. 7而／sec 88.04m3/sec 

平 水 :Ill:|0.7m'/sec j 1.1m1/sec 2.5m1/sec 

同 水 探IO.Jm 0.54m 0.65m 

勾 叫玉 1 I 1 
l 1 l 

3,000 2,500 3,000 3,500 3,500 

わ
れ
て
い
る
。
（
表
10
参
照
）

（
古
川
力
）

ん
ど
不
能
で
あ
る
た
め
次
の
よ
う
な
計
面
に
よ
っ
て
改
修
が
行

る
状
態
で
稲
作
の
被
密
は
特
に
大
き
く
、
二
毛
作
な
ど
も
ほ
と

水
し
湛
水
を
来
し
、
そ
れ
が
数
日
問
に
わ
た
り
逐
次
排
除
さ
れ

ト
ル
、
そ
の
流
域
面
租
七
ニ
・
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
そ
のい

つ

流
路
状
況
が
不
完
全
で
あ
る
た
め
、
中
流
部
及
び
上
流
部
に
溢

註
(

l

)

曲
淵
甲
斐
守
曲
沿
屈
潮
で
、
次
の
期
間
江
戸
北
町
奉
行
勁

役
。
一
七
六
九
年
（
明
和
六
）
—
-
七
八
四
年
（
天
明
七
）
六
月
。

(

2

)

関
芝
塚
九
十
九
里
町
誌
鯰
説
紺
二

0
1―百頁
祁
五
五
図

用
河
川
と
し
て
延
長
、
川
口
か
ら
家
徳
柚
ま
で
八
一
八
ニ
メ
ー

さ
て
真
也
川
が
両
総
中
部
土
地
改
良
事
業
実
施
に
当
っ
て
準

だ
き
た
い
。

る
が
、
九
十
九
里
町
誌
資
料
躾
の
水
論
の
部
で
御
理
解
を
い
た L

J

2

 

用
水
係
争
問
題
は
多
く
の
文
屯y
を
通
し
て
上
郷
の
村
々
と
下

5

ご
9郷

の
村
々
と
の
利
害
相
反
す
る
諸
問
題
を
如
実
に
物
訴
っ
て
い

せ
渡
さ
れ
候
」
と



”―沢 九十九里町の地形・地質

参
照
。

(
3
)

榮
山
柑
王
政
復
古
に
よ
り
明
治
元
年
新
政
府
が
涎
生
し
た
が
諸
紺
は
そ
の
ま
ま
に
お
か
れ
毎
川
究
迦
は
駿
府
七

0
万
石
に
封

ぷ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
三
河
の
出
大
名
は
房
紀
に
移
封
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
ま
た
ま
迫
州
掛
川
沿
太
Ill沢
芙
は
同
年
九
月
ニ
―
日

上
庄
に
移
封
し
安
山
浴
と
と
な
え
た
。
活
役
所
は
芝
山
観
音
寺
、
同
年
一
月
―
二
日
松
尾
渚
に
改
ま
る
。

(

4

)

給

知

世

話

番

江
戸
附
北
町
水
行
所
に
は
各
さ
一
五
人
ず
つ
の
組
与
力
が
い
た
。
そ
の
与
力
中
五
ー
i

ハ
人
が
給
知
の
年
政
に
つ
い
て

担
当
し
た
。
こ
の
五
ー
i

ハ
人
を
さ
す
。

(
5
0
)

塚
鯰
現
在
の
家
往
か
ら
広
瀬
の
地
は
御
料
地
で
塚
鯰
と
よ
ん
で
い
た
。

(
6
)

荻
原

oo．
ハ
郎
荻
原

oo八
郎
乗
秀
は
小
行
甜
組
に
屈
し
、
享
保
七
年
五
目
束
金
領
に
未
峡
の
土
地
の
あ
る
こ
と
を

Un
い
て
硲
命
に
よ

っ
て
土
地
検
分
し
た
。
代
官
池
田
社
八
郎
秀
経
と
皿
墾
に
通
じ
て
い
た
浪
人
野
村
助
右
衛
門
・
小
林
平
門
の
丙
人
添
え
て
検
分
し
た
。

9
.
L
ん
し
ょ
9
げ
ん
た
に
"
'

(

7

)

伊
奈
右
近
将
監
伊
奈
右
近
将
監
忠
芍
。
安
氷
七
年

OO東
郡
代
天
叫
五
年
七
月
勘
定
吟
味
役
上
座
、
窃
政
四
年
三
月
九
日
失
脚
。

(
8
)

紀
州
流
紀
洲
流
の
土
木
技
術
は
井
沢
弥
惣
兵
衛
為
水
を
初
代
と
し
沿
氷
は
一
七
二
二
年
（
享
保
七
）
将
llC吉
宗
に
仰
付
け
ら

れ
新
田
開
発
沿
行
と
な
る
。
そ
の
治
水
土
木
は
関
東
流
一
里
四
八
曲
を
廃
し
河
迫
を
直
線
的
に
改
修
し
て
固
定
し
乗
越
堤
困
堤
な
ど
の

二
爪
堤
よ
る
究
堤
を
す
る
。
甲
州
流
の
水
制
丁
を
採
用
。

(
9
)

柳
生
主
招
正
柳
生
主
＂
正
久
通
江
戸
北
町
＊
行
と
し
て
、
次
の
と
お
り
勁
役
一
七
八
七
年
（
天
明
七
）
九
月
二
七

B
i
一
七
八
八

（
天
明
八
）
九
月
一

0
日。

参
考
文
献

両

紀

土

地

改

良

区

両

鯰

土

地

改

良

区

史

上

一

九

六

五

九
十
九
里
町
誌
沢
＂
兆
第
七
輯
上
巻

用

紀

必

渇

第

二

輯

立

国

誌

秘

翡

H-JjJ
邑
醤
刊

行
会

大

、
三

大
、
五

山

武

郡

知

土

誌

山
武
郡
教
行
会

荀 古大柑

地 川石水

利

夫

t'！馨
三 八

力郎 郎

房
総
の
自
然
誌
古
今
由
院
昭
、
二
七

地
方
凡
例
集
下
近
藤
出
版
社
昭
、
四
八

九
十
九
里
浜
ャ
野
の
只
染
川
水
に
つ
い
て

房

船

地

理

昭

、

四

一

新

田

叫

発

昭

、

一

――

-l-

古
今
占
院
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第四節

発
展
し
て
今
日
に
い
た
っ
た
か
は
興
味
の
探
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
見
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
開
発
に
伴
っ
て
新
た
に
村
を
経
常
し
、
従
来
不
毛
の
原
野
と
し
て
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ

ろ
が
、
だ
ん
だ
ん
居
住
地
域
化
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
だ
れ
し
も
わ
が
部
蕗
は
「
い
つ
切
」
「
ど
の
よ
う
に
…
…
」
開
発
さ
れ

(-g和
宝
府
六
四
月

の
上
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
唇
を
与
え
て
い
る
時
代
で
あ
る
。

集沼の立地と地形的成因

近
世
以
降
に
お
け
る

村
落
発
達
の
概
況

第
四
節

集
落
の
立
地
と
地
形
的
成
因

平

山

八

太

夫

」

俵

井

幸

助

江
戸
時
代
三
百
余
年
は
、
村
落
の
発
逹
史
上
き
わ
め
て
消
し
い
時
代
で
あ
っ
た
。
九
十
九
里
町
の

机
落
立
地
は
、

ほ
と
ん
ど
こ
の
時
期
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
又
現
在
の
村
落
俎
観
の
形
成

近
世
の
村
落
発
達
は
江
戸
期
に
入
っ
て
か
ら
世
梢
の
安
定
や
産
業
の
振
典
お
よ
び
人
口
の
増
加
な
ど
の
た
め
、
郷
土
に
お
い

か
ん
が
い

て
耕
地
の
拡
張
や
治
水
・
濯
漑
開
墾
な
ど
の
事
架
が
急
速
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
一
七
世
紀
後
半
元
禄
前
後
か
ら
、
羽

(

1

)

さ
●
し
ん
で
ん

し
い
開
発
が
目
立
っ
て
い
る
。
飯
高
家
文
宙
（
九
打
三
、
七
三
ペ
ー
ジ
）
「
片
貝
村
申
新
田
免
状
奥
文
」
に
よ
る
と
、

••(`' 

「
右
ハ
元
保
五
巾
年
（
一
六
九
二
）
開
発
元
文
弐
己
年
（
一
七
三
七
）
検
地
柑
改
反
別
石
盛
水
付
松
而
相
渡
し
骰
き
其
節
加
免
申
し
つ
け
ペ

と
9
か
じ
よ
う
C
ん

き
所
十
ヶ
年
余
も
fll捨
相
駁
候
二
付
其
通
致
閃
候
此
節
年
数
も
相
立
候
に
付
此
度
吟
味
之
上
右
新
川
加
免
巾
付
け
困
面
之
段
取
節
定
免
相
極

9

っ
と

之
条
大
小
之
百
姓
立
合
況
下
な
く
団
賦
い
た
し
毎
年
六
月
五
日
限
り
急
腹
相
納
め
ぺ
き
渚
也

a 



雰ーれ

下

田

＊
檜
阿

下
＂

一
畝
廿
九
歩
庄
部
之
助

セ
畝
弐
歩

仁

兵

衛

九十九里町の地形・地n

轟
償
協

下

畑

又
右
衛
門

（
「
九
資
こ
五
〇
ペ
ー
・
シ
参
照
）

発
年
滞
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
丘
九
四
年
（
文

画
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
概
要
は
九
十
九
里
町
誌
総
説
糾
一
七
ニ
ペ
ー
・
ン
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
九
十
九
里
町
新
出
聞

よ

9
ら
ん

戦
国
巾
乱
の
時
代
か
ら
「
安
土
」
「
挑
山
」
時
代
は
そ
の
揺
筵
期
（
発
炭
の
は
じ
め
）
と
も
い
う
べ
き
時
代
で
あ
っ
た
。
数
臣
秀

吉
が
天
下
を
統
一
し
て
か
ら
全
国
に
わ
た
っ
て
土
地
の
測
批
と
「
石
古回
」
の
批
定
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
「
文
禄
検
地
」
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
検
地
は
わ
が
国
村
落
史
上
直
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。

戦
国
昨
代
の
諸
侯
の
中
で
も
「
北
条
氏
」
・
「
武
田
氏
」
ら
は
早
く
よ
り
自
分
の
鎖
内
の
戸
U
を
説
牡
し
た
。
こ
れ
を
史
に
ひ

ろ
く
各
地
に
行
っ
た
の

1
9諏
Hl
侶
長
で
あ
る
。
伯
技
は
中
央
集
権
の
実
を
あ
げ
、
郷
村
制
を
確
立
す
る
た
め
検
地
を

t
施
し
た

が
、
そ
の
地
域
的
範
囲
ば
「
近
江
」
・
「
伊
勢
」
・
「
大
和
」
な
ど
を
中
心
と
す
る
近
畿
諸
地
域
で
あ
っ
た
。
伯
此
の
追
染
を
組
い

や
重
し
＾
―

だ
翌
臣
秀
吉
は
一
五
八
二
年
（
天
正
一

0
)
の
山
城
検
地
を
は
じ
め
と
し
て
全
困
的
に
漸
次
検
地
を
実
施
し
、

禄
一
＿
一
）
に
至
っ
て
そ
の
実
を
あ
げ
「
太

OO検
地
」
ま
た
は
「
文
禄
検
地
」
と
も
い
わ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
検
地
は

土
地
の
削
届
、

石
品
の
屈
定
な
ど
全
国
的
に
統
一
し
土
地
制
疫
の
確
立
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(

2

)

“

“

わ
っ
じ

こ
の
例
を
小
川
家
文
れ
5

、
文
禄
一
二
甲
午
年
「
上
総
困
山
辺
郡
片
貝
村
田
畑
御
棚
辻
」

(
”
:
3
な
限
）
の
一
部
分
を
紹
介
す
る
と
、

三
畝
拾
式
歩

近
世
村
落
の
発
展
の
跡
を
考
え
る
と
、
徳
川
時
代
中
期
以
降
は
、

と
く
に
頻
若
な
時
代
で
祁
土
の
村
落
発
達
史
上

一
時
期
を
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第四節

要
す
る
に
近
世
の
村
落
の
構
成
者
は
、

こ
の
検
地
帳
は
本
町
咬
料
の
中
で
も
最
重
茨
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
き
た
い
。

す
な
わ
ち
文
禄
検
地
に
お
い
て
従
来
行
わ
れ
た
「
荘
・
郷
・
保
・
里
」
な
ど
の
行
政
区
画
の
名
称
を
廃
し
て
、
国
を
郡
に
分

け
、
郡
を
村
に
分
け
、
村
を
以
て
行
政
上
の
単
位
と
す
る
と
と
も
に
、
土
地
の
測
批
の
状
別
を
設
け
て
、
こ
れ
を
統

一
し
た
の

•“ 

で
あ
る
。
土
地
を
測
拉
す
る
に
は
、
六
尺
三
寸
悼
を
―

rと
し
、
方
一
間
を

一
歩
、
三
十
歩
を
一
畝
、
三
百
歩
を

一
段
、
十
段

を
一
町
と
し
て
、
「
町
・
反
・
畝
・
歩
」
を
以
て
土
地
の
面
梢
を
は
か
る
単
位
と
し
た
の
で
あ
る
。

検
地
帳
に
基
づ
い
て
村
ヤ
団
が
定
め
ら
れ
、
政
租
の
基
礎
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(

3

)

 

検
地
根
に
記
載
さ
れ
た
本
百
姓
で
あ
っ
て
、
（
前
記
の
片
貝
村
田
畑
御
縄
辻
に
見
え
る
又

右
衛
門
、
仁
兵
衛
、
庄
部
之
助
、
笠
左
衛
門
を
指
す
）
こ
れ
が
永
い
問
に
わ
た
っ
て
村
落
結
合
の
中
心
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
即

ち
農
民
の
地
域
的
集
団
た
る
村
落
が

lii位
と
な
っ
て
諸
酒
や
天
領
な
ど
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。
九
十
九
里
町
関
係
の
こ
の
概

右
は
八
百
拾
四
石
一
＿
一
斗
九
升
之
内

;
…
・
中
略
…
…
…

分

米

五
拾
弐
石
六
斗
弐
升
六
合

集蕗の立地と地形的Iii.［月

五
下
田
合

分

米

五
町
弐
反
三
畝
四
歩

四
拾
七
石
七
升
弐
合

拾
町
五
反
弐
畝
拾
五
歩

九
中
田
合

上
田
合

(

1

0

)

 

分

米

五
拾
石
四
升
六
合

唸下
ー 田

四
町
五
反
四
畝
弐
拾
九
歩

を
畝
拾
九
歩
惣
左
術
門

か
く
て
村
を
巾
位
と
す
る 写3 文禄3年検地帳小川家文書
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第一章 九十九里町の地形・地霞
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第四節 集沼の立地と地形的Iた1→9J

て
い
る
。

て
い
る
の
で
あ
る
。

集
落
が
低
湿
地
で
は
少
し
で
も
古N
い

わ
が
九
十
九
里
浜
平
野
も
村
落
は
低
湿
地
の
中
で
少
し
で
も
む1
い
微
“
四
地
を
も
と
め
て
立
地
性
を
指
向
し

0

し

つ

ら

せ

い

斉
野
月
郎
は
こ
の
よ
う
な
地
理
的
立
地
性
を
「
避
湿
地
性
」
と
よ
ん
で
い
る
。

の
事
に
つ
い
て
は
後
述
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

と
っ
て
条
状
楳
造
を
示
し
て
い
る
。
水

mと
畑
地

・
集
落
が
交
互
し
て
列
状
に
分
布
し
、
図
5
の
地
形
断
面
図
に
示
す
如
く
内

(

4
)
 

陸
側
よ
り
「
西
野
・
小
閲
」
・
「
古回
畑
・
作
田
」
・
「
新
Ill
」
.
「
午
麻
入
」
・
「
新
納
松
出
」
の
五
列
の
砂
堆
群
が
秩
序
よ
く
配
列
し

て
い
る
。
本
町
の
古
村
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
砂
堆
上
に
立
地
し
、
そ
の
歴
史
的
年
代
も
近
他
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
が
多
い
。
こ

海
枠
線
に
ほ
ぼ
平
行
な
砂
堆
列
と
そ
の
間
の
低
湿
地
の
発
達
に
特
色
の
あ
る
地
形
で
あ
る
が
、

斜
も
千
五
百
分
の
一
と
い
っ
た
平
坦
地
で
あ
る
。
こ
の
砂
堆
は
一
般
に
砂
丘
を
の
せ
て
い
な
い
。
ま
た
央
の
も
の
ほ
ど

K
上
の

土
壌
化
が
す
す
み
海
岸
に
近
い
も
の
で
は
未
成
然
の
砂
地
と
な
っ
て
い
る
。

ぃ

0

こ
の
砂
堆
上
は
畑
地
と
集
落
が
の
っ
て
い
る
。
木
竹
川
・
揖
斐
川
・
長
良
川
守
の

FiAL地
方
の
愉
中
集
落
に
し
て
も
利
根
川

下
流
の
水
郷
地
jj
の
集
落
に
し
て
も
村
沼
は
な
る
ぺ
く
⑬
虻
な
位
硲
を
占
め
河
川
の
堤
防
上
と
か
、
自
然
屎
防
の
上

に
立
地
し

砂
堆
上
に
立

地
し
た
村
落

展
に
力
を
つ
く
し
た
の
で
あ
る
。

要
を

一
じ
九
三
年
（
寛
政
五
）
の
も
の
と
、
「
総
況
編
」

一
八
一
ペ
ー
・
ン
の
も
の
を

Pi掲
し
て
お
き
た
い
（
図
16
参
照
）。

江
戸
時
代
は
長
い
問
太
ギ
の
年
月
が
つ
づ
い
た
が
、
そ
の
問
秘
府
は
国
民
の
経
済
生
活
の
基
礎
で
あ
る
股
業
の
振
輿
に
意
を

用
い
た
。
ま
た
荒
蕪
地
を
曲
い
た
り
、
低
湿
地
や
湖
岸

・
面
岸
な
ど
を
干
拓
し
た
り
し
て
、
耕
地
の
拡
張
と
新
し
い
村
落
の
発

低
平
な
九
十
九
里
浜
平
野
は
隆
起
海
岸
平
野
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
「
総
説
編
」
・
「
各
論
紺
」

の
地
形
・
地
質
の
と
こ
ろ
で
詳
述
し
た
の
で
あ
る
が
、
汀
線
に
平
行
し
て
北
東
か
ら

ih四
へ
長
軸
形
態
を

ほ
と
ん
ど
低
平
地
域
で
、
ほ
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第一在 九十九里町の地形・地買

湿 地潟湖

口
図17 ラグーン潟湖の生成

い
え
よ
う
。

砂
堆
と
い
う
微
地
形
に
立
地
疫
因
を
も
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
「
九
十
九
里
町
の
地
質
構
造
と
地
下
水
」
の
節
で
詳
述
し

た
よ
う
に

G
L
甚
準
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で
は
含
塩
批
の
少
な
い
地
下
水
が
期
待
さ
れ
る
。

一
般
に
砂
堆
上
が
良
術
水
区
で
そ
の
深
度
は
一
五
メ
ー
ト
ル
ー
ニ
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
何
れ
の
地
域
、
如
何
な
る
時
代
に

あ
っ
て
も
、
最
少
限
度
の
生
命
維
持
に
必
吸
条
件
を
満
た
し
得
る
場
所
で
あ
る
こ
と
が
集
落
の
立
地
嬰
因
で
あ
る
。
そ
れ
に
は

飲
料
水
こ
そ
村
落
立
地
の
根
本
条
件
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
砂
堆
上
は
低
遥
地
の
九
十
九
里
浜
平
野
の
唯
一
の
村
落
立
地
点
と

*e.-

前
述
の
よ
う
な
低
湿
地
の
わ
が
郷
土
は
図
3
に
示
す
よ
う
潟
湖
の
残
象
が
見
ら

れ
る
。
潟
湖
（
ラ
グ
ー
ン

L
a
g
o
o
n
)

は
遠
浅
海
岸
で
は
磯
波
が
沖
で
砕
け
て
海

岸
に
平
行
し
た
沿
岸
州
(off-shart>
b
a
r
)
を
海
中
に
堆
秘
し
、
土
地
の
降
起
に
伴
っ
て
陸
の
所
々
海
岸
外

州
の
問
に
か
つ
て
の
海
の
名
残
り
を
と
ど
め
た
も
の
が
泥
湖
で
あ
る
（
図
17
参
照
）
。

図
2
に
示
す
よ
う
に
東
金
市
宮
・
御
門
・
宿
の
巣
落
は
五
メ
ー
ト
ル
の
等
悩
線
に
そ
っ
た
古
村
が
あ

ょ
’

る
。
そ
れ
よ
り
千
五
百
メ
ー
ト
ル
汀
線
寄
に
八
川
・
硲
畑
・
中
里
を
結
ぷ
い
わ
ゆ
る
辿
県
追
に
そ
っ
て
―
―
―

メ
ー
ト
ル
等
砧
線
が
走
る
。
こ
の
問
に
褐
湖
の
残
象
が
発
見
で
き
る
。

沼
・
大
沼
・
坊
海
辺
沼
で
あ
っ
て
（
図
18
参
照
）
、

さ
き
に
降
起
海
岸
平
野
と
し
て
の
九
十
九
里
浜
平
野
の

要
約
の
と
こ
ろ
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
沼
沢
群
の
開
発
は
江
戸
中
期
一
七
四
六
年
（
延
享
三
宜
）

と
ら
“
か
し
れ

で
寅
科
入
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
低
湿
な
沼
沢
群
は
、
内
陸
東
金
方
面
よ
り
九
十
九
里
捕
へ
流
入
す
る
文
化

の
一
大
印
壁
で
あ
っ
て
、
こ
の
沼
沢
群
の
開
発
こ
そ
九
十
九
里
補
方
面
の
発
展
の
素
因
で
あ
っ
た
の
で
あ

低
湿
地
の
開
発
か

ら
始
ま
る
郷
土

）
れ
が
宮
品
沼
・
弁
天
沼
・
浮
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第四節 犯祐の立地と地形的成IM

s
／
嘉

ぐ
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＼
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切廻

ヽ
ー

A
_＇し
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宮
島

②
g
 

if 

B
5
 

•• 
．
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-
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l
 

獨
土
の
古
村
の

開

発

と

地

形

『
大
日
本
地
名
辞
ft"
』
に
よ
れ
ば

18

あ
る
。
渋
川
の
地
名
も
こ
れ
に
出
す
る
。

図 最新生の沼沢群

一
般
に
低
湿
地
の
開
発
に
よ
る
地
名
と
し
て
「
あ
わ
ら
」
（
阿
原
・
芦
原
・
荒
原
・
荒
生
・

荒
場
）
な
ど
と
よ
ば
れ
る
の
は
．
シ
ク
．．
 
ン
ク
と
し
た
湿
地
に
つ
け
ら
れ
た
、
又
語
尾
に
問

の
つ
く
地
名
に
「
た
く
ま
」
（
託
rJl
．
宅
問
・
田
熊
・
川
間
・
田
問
・
防
問
）
な
ど
は
同
様
に

低
湿
地
の
地
名
を
表
わ
し
て
い
る
。
水
た
ま
り
の
あ
る
と
こ
ろ
の
地
名
に
（
赤
問
・
福
問
・

浮
問
・
鹿
問
・
牛
問
）
等
が
あ
る
本
町
の
真
亀
の
「
ま
」
は
「
間
」
で
あ
っ
て
「
間
也
」

h
e
 

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
同
じ
低
湿
地
で
も
悌
水
が
こ
ん
こ
ん
と
出
て
常
に
水
に
ぬ

(

5

)

 

れ
て
い
る
所
を
「
シ
ト
」
と
よ
ん
で
い
る
。
「
や
さ
し
ど
」
の
「
し
ど
」
は
「
し
と
」
で

「
今
片
只
村
ノ
辺
二
粟
生
ノ
地
名
ア
レ
ド
、
沿
浜
ノ
礁
村
ニ
ッ
テ
、
古

代
ノ
郷
里
ニ
ア
ラ
ズ
、
凡
長
柄
、
山
辺
、
武
射
ノ
三
郡
、
九
十
九
里
ノ
沿
浜
樵
家
ニ
ハ
、
和
名

抄
ノ
古
郷
ヲ
見
．
ス
、
サ
レ
．
ハ
此
禾
生
モ
今
ノ
福
岡
村
刑
馳
村
ニ
ア
ク
リ
長
柄
郡
楽
生
野
ノ
北
ニ

し

や

接
ス
ル
地
ク
ル
ペ
シ
、
即
長
柄
郡
栢
原
郷
ノ
北
ニ
シ

テ
山
辺
郡
ノ
束
而
辺
二
当
ル
」

そ
ん

『
上
稔
町
咄
誌
』
に
よ
れ
ば

か
い

"
cし
ヽ

9

0

マ

・

）

ア

『

「
近
世
山
辺
郡
沿
面
ノ
沿
村
9
紀
ペ
テ
甜
保

LE
ト
云
ヒ
又
東
士
JIl
領
卜
呼
ピ
ク
リ
、
面
保
ト
ハ
盃
海
部
ノ
文
字
ヮ
音
―
ー
ヨ

・・
、
テ
「
カ
イ
ボ
」

．．
 
ク・・

「
カ
イ
＊
」
卜
訛
レ
ル
者
ト
ス
祐
州
ノ
例
沿
面
ノ
紺
部
部
落
―
-
「
カ
イ
フ
」
ノ
名
ア
ル
ト
岡
ジ
、
国
志
云
古
へ
山
辺
郡
海
保
庄
二
東
士
川
頑

ト
称
ヘ
ク
ル
邑
落
ノ
惣
名
ア
リ
今
其
称
ハ
束
士
川
布
ノ
ー
村
―
ー
什
ス
ル
ノ
ミ
、
凡
中
世
ノ
某
鋲
卜
称
ス
ル
ハ
必
．
ス
ヤ
一
祐
候
ノ
村
邑
ヲ
云
フ

る。
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第一豆 九十九里町の地形・地質

写4 砂堆上に立地した九十九里町古村呆

（古川カ 撮影）

＂ら

按
．
ス
ル
ニ
東
金
城
沼
井
氏
ノ
兵
、
ソ
ノ
屯
田
孜
給
＜
ラ
レ
ッ
そ
ノ
ー
一
、
東
士
川
衆
ア
リ
是
邑
ノ
兵
士
ト
ス
」

大
沼
•
関
ノ
下
・
薄
島
・
御
門
•
藤
下
・
宿
村
で
あ
る
。
図
1
9に
よ
っ
て
こ
れ

こ
と
に
注
意
し
た
い
（
写
4
参
照
）
。
従
っ
て
中
世
後
半
一
六
世
紀
中
葉
ご
ろ
の

九
十
九
里
浦
に
面
す
る
敢
前
線
の
集
落
で
あ
っ
た
と
推
寮
で
き
る
。
換
言
す
れ

ば
室
町
時
代
末
期
こ
ろ
ま
で
に
は
既
に
等
迎
線
五
メ

ー
ト
ル
絃
辺
部
の
宮
・
御

門
・
布
•
関
ノ
下
・
上
村
・
藤
下
・
小
沼
田
の

一
部
は
叫
発
が
進
ん
で
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

五
メ
ー
ト
ル
の
等
9
9
線
の
汀
線
に
近
い
舷
辺
部
を
進
む
と
、
前
述
の
最
新
生

の
ラ
グ
ー
ソ
地
帯
（
沼
沢
群
）
に
つ
き
当
る
。
こ
の
沼
沢
群
を
越
え
る
と
汀
線
よ

り
敢
奥
の
砂
堆
の
科
畑
・
作
田
砂
堆
が
発
見
で
き
る
。
こ
れ
が
九
十
九
里
町
の

古
村
地
術
で
図
19
に
見
ら
れ
る
小
関
・
秘
畑
・
中
里
・
法
久
・
細
屋
敷
の
村
々

ら
の
海
保
郷
の
古
村
を
探
っ
て
見
る
に
等
9
9
舷
五
メ
ー
ト
ル
の
緑
辺
部
で
あ
る

後
段
の
『
上
総
町
咄
誌
』
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
海
保
郷
に
屈
す
る
郷
村
に
は

の
発
逹
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

r
大
日
本
地
名
辞
巾＂
』
に
九
十
九
里
の
沿
浜
油
民
集
蕗
は
『
和
名
抄
』
に
そ
の
古
郷
を
見
ず
と
い
う
の
で
あ
る
。

h
人
よ
う
▲
い
じ
ゥ
う
し
よ

9

は
『
倭
名
類
棗
抄
』
の
こ
と
で
平
安
中
期
九
三
五
年
ご
ろ
に
編
集
さ
れ
た
百
科
辞
典
的
分
類
に
よ
る
辞
内
で
今

[
i

-

か
ら
千
年
以
前
に
編
染
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら

そ
の
当
時
九
十
九
里
浦
に
集
落

『
和
名
抄
』

前
段
の

61 
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第四節 集沼の立地と地形的9皮因

三に1 
図19 3 mの等高繍上の九十九里町古村地帯 s1:2.soo 

と
推
察
さ
れ
る
。
府
畑

oo搭
廟
所
の
中

側
に
塊
村
形
態
を
と
っ
て
屋
敷
森
の

後
述
の
貝
殻
近
の
残
象
で
詳
述
す
る
こ

城
落
城
後
東
金
城
・
土
気
城
・
久
留
里

城
等
相
次
い
で
落
城
し
、
酒
井
氏
里
見

い
ん
と
ん

氏
の
隠
沿
武
士
の
開
発
に
よ
っ
た
も
の

る。

一
五
九

0
年
（
天
正
一
八
）
小
田
原

く
、
開
発
さ
れ
た
の
は
近
世
初
期
で
あ

J

の
古
村
地
帯
は
開
発
年
代
も
古

と
に
し
た
い
。

「
貝
が
ら
道
」
と
一
致
し
て
い
な
い
。

肌
追
は
最
近
新
し
く
取
付
け
た
も
の
で

ル
線
上
に
位
佐
し
て
い
る
。
現
在
の
郎

照）。

J

の
村
々
は
等
邸
線
三
メ
ー
ト

中
に
浄
ま
り
か
え
っ
て
い
る
（
写
1
参

「
貝
が
ら
逍
」
（
別
名
、
ご
検
見
道
）
の
両

62

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
村
々
は
往
古
の



第一京 九十九里町の地形・地貫

て
は
稿
を
改
め
て
論
及
し
た
い
。

（
古
川
力
）

れ
、
こ
の
一
ニ
メ
ー
ト
ル
の
線
で
か
な
り
長
い
間
静
止
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
慄
麻
一
―
―
メ
ー
ト
ル
以
下
の
低
所
が
殆
ん
ど

本
町
の
楳
蕗
で
あ
る
の
で
開
発
が
す
す
み
、
図
5

に
示
す
新
田
砂
堆
・
午
高
入
砂
堆
•
新
納
屋
楊
砂
堆
上
に
災
落
が
立
地
す
る

の
は
ほ
と
ん
ど
江
戸
期
中
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
酋
で
な
い
。
従
っ
て
本
町
の
各
村
々
（
郷
村
現
在
の
大
字
）
の
開
発
史
に
つ
い

註
(

1

)

九
十
九
里
町
誌
衣
料
集
第
三
輯

(
2
)

九
十
九
里
町
誌
沢
料
机
第
一
輯

(
3
)

＊
百
姓
江
戸
時
代
の
地
王
、
日
作
口
、
村
内
に
田
畑
＠
敷
を
も
ち
、
そ
の
年
頁
納
付
の
沢
任
者
で
謀
持
百
姓
と
も
呼
ば
れ

た
小
作
人
で
あ
る
水
呑
百
姓
に
対
す
る
身
分
を
い
う
（
日
本
史
辞
典
よ
り
）

(

4

)

砂
堆
又
は
浜
災
と
し
い
う
。

(

5

)

や
さ
し
ど
「
小
女
土
」
旧
土
父
町
土
気
城
の
東
震

り
さ
ら
に
汀
線
に
む
か
う
低
所
の
麻
畑
作
田
砂
堆
、

で
巌
古
の
弥
左
衛
門
の
社
碑
文
の
中
に
「
万
治
」
（
一
六
五
八
年
）
「
寛
文
」
（
一
六
六
一
年
）
の
も
の
が
見
ら
れ
る
。
小
川
家
文
溢

(
8
)
 

文
政
―
一
年
，
（
一
八
二
八
）
の
「
片
貝
村
明
細
掛
上
帳
」
に

「
当
時
御
縄
入
之
儀
は
文
禄
三
甲
午
年
八
月
御
検
地
二
御
座
候
御
水
似
之
義
は
私
共
村
方
四
給
入
合
地
故
」

さ
て
こ
の
三
メ
ー
ト
ル
等
渇
線
の
地
形
発
達
史
に
つ
い
て
は
「
第
一
節

と
こ
ろ
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、

海
の
海
退
の
途
次
五
ー
六
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
で
一
時
静
止
し
、

た
。
こ
の
標
高
五
メ
ー
ト
ル
の
内
陸
部
の
陸
化
は
早
い
時
代
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
五
メ
ー
ト
ル
の
等
私
線
の
砂
堆
よ

す
な
わ
ち
慄
底
三
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
ま
で
海
退
現
象
が
急
激
に
行
わ

そ
の
期
問
は
長
く
つ
づ
い

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
近
世
初
期
と
う
か
が
い
知
ら
れ
る
。

隆
起
海
岸
平
野
と
し
て
の
九
十
九
里
浜
平
野
」
の
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第五節 九十九里町の地門構造と地下水

(

6

)

千
梵
県
地
名
変
臼
紀
覧
七
ニ
ペ
ー
・
シ

(
7
)

千
亮
貼
地
名
変
沼
総
烈
七
一
―
―
ペ

ー
ジ

(
8
)

九
十
九
里
町
誌
沢
料
集
第
一
輯
一
六
ペ
ー
ジ

(

9

)

石
盛
を
示
す
、
反
当
り
た
収
穫
位
を
一
斗
に
て
除
し
た
も
の

(
1
0
)

分

米

総

生

佐

科

の

こ

と

。

参
考
文
献

九
十
九
里
町
誌
庇
説
紺

九
十
九
里
町
沢
料
染
第
一
、
三
輯

集
落
地
理
ょ
庄
”
―
‘
二
、
三
巻

九
十
九
里
町
の
地
質
構
造
と
地
下
水

松
井
健
の
「
九
十
九
里
海
比
平
野
の
及
府
地
質
」
の
報
作
に
よ
れ
ば
、
東
金
・
片
貝
を
結
ぶ
線
の
南
北
七

じ
ょ

9

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
東
西
約
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
術
で

N
R
S
の
土
坑
図
に
よ
る
と
、
図
20
の
よ
う
に
区

平
野
の
西
絃
に
は
比
恥
五
〇
メ
ー
ト
ル
前
後
の
下
稔
台
地
が
あ
り
、
こ
の
台
地
は
肝
新
ー
ー
洪
柏
陪
（
紀
説
紺
二
六
ペ
ー
ジ
六

ー
ニ
火
参
照
）
（
じ
わ
ゆ
る
性
附
）
の
凝
灰
質
砂
粘
士
の
枯
盤
と
、

表
附
部
を
覆
う
関
東
ロ
ー
ム
と
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

Pd

こ
こ
で
は
、
こ
の
地
開
は
海
岸
平
野
を
構
成
し
て
い
る
沿
i

圧
涼
砂
の
供
給
源
と
推
定
す
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
く
。

恩
に
つ
い
て
の
詐
し
い
研
究
は
き
わ
め
て
乏
し
い
。

分
さ
れ
て
い
る
。

地
質
揖
造
の

あ
ら
ま
し

第
五
節

昭
、
五
〇

昭
、
四
八

昭
、
三
三

千
焚
県
地
名
変
辺
紀
覧

地
理
沢
料

昭
、
四
七

昭
、
三
八

64 
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図20

地
層
の
層
序
ー
九

十
九
里
沖
積
層

現
出
し
た
も
の
が
九
十
九
里
沖
戟
陪

沖
釈
世
に
お
け
る
面
底
の
隆
起
に
よ
り

56
 

NRS予察土壌図（松井繍文）

や
沼
沢
と
な
っ
て
泥
炭
を
堆
籾
し
続
け
て
い
る
。

J

ろ
ど
こ
ろ
に
泥
炭
が
堆
禎
し
、

一
部
は
現
在
な
お
低
位
泥
炭
地

は
水
田
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
低
湿
地
術
の
中
心
部
に
は
と

る
。
砂
堆
は
山
林
・
畑
お
よ
び
集
沼
と
し
て
利
用
さ
れ
、
低
湿
地

て
、
わ
り
あ
い
大
き
な
作
田
川
な
ど
の
川
の
両
岸
で
は
、
砂
が
自

然
屎
防
状
に
再
堆
梢
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
砂
堆
に
移
化
し
て
い

1

2

3

4

5

6

7

 

□
四
鵬
二
鵬
ロ
ロ

木
、
な
ど
を
つ
り
ば
め
た
図
案
）
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。

例
外
と
し

方
向
を
も
っ
た
モ
ザ
イ
ク
状
（
ガ
ラ
ス
、
貝
が
ら
、
エ
ナ
ノ
ル
、
石
、

が
け

海
船
祝
と
平
行
な
台
地
の
位
に
ほ
ぽ
直
角
に
谷
が
入
り
こ
ん
で
い
て
、
そ
の
入
口
に
は
砂
嘴
が
で
き
て
お
り
、
谷
は
泥
炭
を

ふ
く
む
入
江
時
代
の
堆
杭
物
が
分
布
し
て
い
る
。
平
野
の
地
質
は
二
、
三
の
探
井
戸
や
ガ
ス
井
の
沢
料
か
ら
判
断
す
る
と
、
だ

し
た
い
地

K
下
二
C
)
メ
ー
ト
ル
前
後
以
下
は
、

や
や
固
結
し
た
凝
灰
質
砂
粘
土
陪
に
な
っ
て
い
て
平
野
の
基
盤
を
つ
く
っ
て
お

り
、
そ
の
上
は
、
貝
が
ら
を
多
く
ふ
く
ん
で
、
非
常
に
よ
く
淘
汰
さ
れ
た
、
固
結
し
て
い
な
い
海
成
砂
恩
で
あ
る
。
両
者
の
肝
位

学
的
関
係
は
よ
く
分
ら
な
い
。
火
爵
部
に
は
地
表
下
約
三
〇
七
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
に
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
長
径

一
七
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
内
外
の
浮
石
陪
が
二

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
原
さ
で
集
栢
し
て
い
る
。

平
野
の
表
庖
部
は
砂
堆
と
低
湿
地
と
に
大
別
さ
れ
、
ど
ち
ら
も
均
何
な
細
砂
で
構
成
さ
れ
、
両
者
は
海
岸
船
に
平
行
な
伸
長



表11 層

第五節

序

九十九里町の地質構造と地下水

表

地 四 時 代 地 唇 名

沖 積 世 現世I九十九里平野．開折谷 I 
中期 ifil 又 阿

狭義の成田層
藪 屈

第 後期
地 蔵堂 層

四 中期 笠 森 屈
洪積世

前期 万 田 野 層 広毅の成田庖

紀
長 南 屈

早
柿ノ木台陪層
国 本 附 秋元層群（洪駅～鮮新）

期
梅 ケ 瀬 閉

第 大 田 代 園

層
鮮 新 世 賀 和 [B 陪 oo庖群⑬f祁三紀）

大 原 聞

り
、
地
下
水
の
伏
流
水
は
考
え
ら
れ
な
い
。

`
•
た

地
表
附
に
最
も
近
い
の
は
「
瀬
又
附
」
で
あ
る
。
こ
の

布
す
る
。

一
般
に
河
川
は
排
水
河
川
の
性
格
を
有
し
て
お

J

の
流
域
に
は
砂
附
を
主
体
と
し
た
沖
祐
府
が
細
長
く
分

第
三
紀
丘
陵
地
を
開
析
し
て
小
河
川
が
発
逹
し
て
お
り
、

ば
、
地
表
地
質
踏
社
を
行
い
本
地
域
の
地
附
の
屈
序
は
表

統
的
で
あ
り
、
海
底
線
に
は
砂
丘
が
で
き
、
こ
の
く
り
返

し
の
た
め
、
地
庖
は
一
般
に
砂
約
か
ら
な
る
。
し
か
し
摂

水
の
術
吸
位
及
び

OO辿
利
水
事
栗
の
た
め
、
九
十
九
里
、

．

す
み

夷
屈
地
区
の
関
在
を
実
施
し
た
。
そ
の
関
在
報
告
に
よ
れ

11
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

か
し

≪
9

こ
の
表
中
「
開
析
谷
と
沖
秘
低
地
」
は
洪
苗
台
地
及
び

千
葉
原
企
画
部
で
は
、

一
九
六
七
年
（
昭
和
四
二
）
水
道
用

帯
水
図
と
し
て
期
待
さ
れ
る
の
は
砂
丘
地
9“
で
あ
る
。

J

の
た
め
出
所
に
よ
り
多
批
の
塩
分
が
残
留
し
て
い
る
。

湖
の
存
在
を
暗
示
す
る
黒
色
砂
質
土
も
発
達
し
て
い
る
。

で
、
そ
の
隆
起
は
地
形
の
と
こ
ろ
で
詳
述
し
た
よ
う
に
断

66 
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r 新）11
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図21

に
観
察
さ
れ
る
。
そ
の
代
表
的
な
践
頭

水
路
に
そ
っ
て
、
砂
堆
の
断
面
が
辿
続
的

67

る
。
広
瀬
の
砂
堆
を
横
断
す
る
真
亀
JI
の

地
買
の
調
祉
報
告
を
次
の
如
く
述
ぺ
て
い

真
亀
川
流
域

の
表
層
地
質

川
水
路
付
近
の
表
屈

松
井
健
は
更
に
典
亀

九十九里浜平野の地質分布図

示
す
と
次
の
図
21
の
通
り
で
あ
る
。

地
屈
は
九
十
九
里
地
域
に
は
匝
接
関
係
は

な
が

ら

な
く
、
長
柄
町
以
北
に
分
布
す
る
地
恩
で

あ
り
、
地
質
は
、
礫
罰
・
シ
ル
ト
恩
（
粒

九
十
九
里
平
野
全
域
の
地
質
分
布
図
を

な
る
。

あ
る
。

一
般
に
淘
汰
不
良
の
堆
朋
物
か
ら

し
く
、
地
府
の
横
へ
の
発
達
は
不
規
則
で

順
に
頂
な
っ
て
い
る
が
囮
相
変
化
が
は
げ

亡コ沖 lIt r竹
乞

成nIH.l.:郎（湘又
'ff ~t.·)lt び ロ ー ム

Eコ数 ）杓

匿地 j磁党）杓

皿 笠森 肘

巳四万田野附

亡コ秋元／竹群

蕊）月）竹群

シ
ル
ト
と
い
う
砂
と
ど
ろ
の
中
問
）
•
砂
窟
の

の
大
き
さ
ニ
ー
0
.
0六
g

ぐ
ら
い
の
も
の
を



笥五節 九十九里町の地質1距辺と地下水

続
し
て
お
り
、
し
か
も
硲
頭
に
生
痕

鎗

い

U
し
疇
つ

(
F
b
e
r
s
s
p
u
r
c
n
)
が
発
達
し
て
い
る
。
生
痕
に
は
二
種
あ
っ
て
、
一
は
・n
カ
イ
な
ど
の
底
棲
動
物
が
砂
を
排
泄
し
た
跡
と
思
わ
れ

る
管
状
の
密
集
し
た
、
径
ニ
ー
―
―
―
‘̀
、
リ
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
二

0
ー
三

0•• 
、
リ
メ
ー
ト
ル
の
白
班
で
、
他
は
ラ
・
・
、
ナ
を
切
る
サ
ソ

ク
・ん

ド
バ
イ
ブ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
充
収
物
と
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
（
行
列
）
と
は
、
粒
度
も
同
じ
細
砂
で
あ
る
が
、
成
分
鉱
物
の
差
に
よ

り
明
瞭
に
黒
白
に
分
化
し
て
い
る
。
こ
の
生
痕
が
風
化
部
ま
で
続
い
て
い
る
こ
と
は
、
砂
堆
が
風
成
砂
丘
で
な
く
、
ま
た
現
在
汀

線
を
進
出
さ
せ
て
し
る
海
岸
の
浜
砂
で
も
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
様
の
生
痕
ぱ
作
田
川
沿
岸
で
も
み
ら
れ
る
と
い
う
。

更
に
松
井
健
は
土
撲
断
面
観
察
か
ら
得
た
材
料
を
整
理
し
て
、
土
壌
統
Jji
位
の
予
察
的
分
類
を
試
み
、
次

の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
は
図
23
に
示
す
よ
う
に
図
20
に
示
し
た

N
R
S
の
土
成
図
と
か
な

り
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
後
者
で
は
土
壌
群
域

(
a
B
8
i
a
t
i
o
n
)
が
爪
位
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
縮
尺
と
分
類
爪
位
と
を
異

に
す
る
以
上
、
両
者
を
直
接
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
し
。

土
壌
統
単
位

の

分

類
―― ―

―
-
―
 

l

-

―
 

-

―

―

―

-

I

-

＿

―

―

―

 

―

-

―
―
―
 

-
A

亙
c
-
D
-
E
-

m

-

―

1

-

2

 

F
 

し
か
し
実
際
に
土
壌
断
面
を
掘
っ
て
み
る
と
、

N
R
S
土
撰
図

.::,-

, 4 

A:灰色鳩化部． nl(i11．門情迅． M9:
11~1~. B : !I;色ほ化SlU!U,ltl. C :出
色．不m駁な烹l!l~ i1i. と.:,,どこうに

応犀）、ll't.D: J:Ji.色．か’"’広兌lt.サ

ント・バイプやn“')、fl!がある． E: I天色．

aょ状生§.l・をリ！．9’"鼻辺にさられる．

F:灰色．` ＂しな 1t1"．．不191駁な (1"状
1:U.̀.c ：灰色． q(rt．撫I属i:i.ft化1i
ltlをふく(;.な』；仝1ifを凶して織り． 9i
/A:Iい!・/fl.

図22 砂潅の棧式断面図

蔀
い
単
位
ラ
・
・
、
ナ
が
数
メ
ー
ト
ル
も
辿

も
、
開
さ
一
ー
ニ
・
・
、
リ
メ
ー
ト
ル
の

的
に
発
述
し
て
お
り
、
ま
た
鉱
物
の
比

L
●
 

重
の
差
で
分
化
し
た
焦
白
の
紐
状
部
分

か
に
水
成
源
と
み
ら
れ
る
翔
理
が
述
統

68 

た
。
こ
こ
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
ら

の
ス
ケ
ッ
チ
は
図
22
に
快
式
的
に
示
し
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図23 土壌絞を単位とする予察土壌図（基図は5万分 1地形図）

列
の
存
在
と
い
う
地
形
的
制
約
の
た
め

い
砂
行
で
あ
り
な
が
ら
、
緩
鋲
斜
と
砂
堆
6
9

ろ
が
実
際
に
は
東
半
地
域
は
透
水
性
の
高

区
分
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。
と
こ

く
乾
い
て
い
る
西
半

一
毛
作
田
地
域
と
を

る
東
半
湿
田
地
域
と
、
比
佼
的
排
水
が
よ

と
の
境
界
の
き
め
か
た
も
不
可
解
で
、
結

ま
た
沖
絣
土
(Alluvial
-Soils)
と
黒
泥
土

域
を
代
火
さ
せ
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
。

に
み
ら
れ
る
熱
泥
土

(
H
a
lb
b
a
g
 
soi
ls) 

11
ん

の
広
汎
な
分
布
や
、
そ
の
中
で
の
ア
ソ
ド

即
し
て
い
な
い
こ
と
だ
け
は
明
瞭
で
あ

ょ

・』
じ
●

る
。
黙
泥
土
は
（
又
は
泥
炭
土
）
依
古
島
統

の
分
布
区
域
に
限
ら
れ
、
こ
れ
で
土
壊
群

局
外
観
上
一
面
の
沼
沢
地
の
よ
う
に
み
え

は
、
少
く
と
も
岡
査
区
域
内
で
は
現
実
に

性
型
（
火
山
灰

n)
や
沖
栢
性
型
の
区
分



第五節 九十九里町の地何構造と地下水

表12 九十九里町不動堂地質
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戸
し
ー

〇
メ
ー
ト
ル
ー
0
•
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
は
暗

測
点
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
表
12
参
照
）
。

で
あ
る
。
九
十
九
里
町
不
動
堂
―
一
五
番
地
の

は
主
と
し
て
対
照
堪
気
探
牡
測
点
に
よ
る
も
の

し
た
試
掘
ポ
ー
リ
ソ
グ
に
よ
る
地
下
地
質
構
造

九
十
九
里
町
の

地
質
柱
状
図

千
葉
肌
企
画
部
が
作
製

効
な
安
料
と
な
り
得
な
い
。

有
効
に
発
現
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
消
減
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

土

槃

統

に
、
現
在
の
社
会
経
済
条
件
の
下
で
は
天
水
湘
漑
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
（
本
論
文
は
一
九
五
一
年
発
表
ー

古
川
註
）
つ
ま
り
水
不
足
の
た
め
常
時
混
田
状
態
を
人
為
的
に
保
っ
て
い
る
地
域
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
見

か
け
上
の
乾
湿
の
差
は
、
大
規
揆
な
泄
排
水
施
設
が
完
備
し
、
適
切
な
土
地
改
良
が
行
わ
れ
て
湿
田
を
屹
田
化
さ
せ
、
湿
田
特

は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
経
済
的
制
約
性
を
消
去
し
て
も
な
お
残
る
表
図
地
質
の
歴
史
的
過
程
に
基
づ
い
た
母
材
の
特
徴
を
述
礎

に
し
て
い
る
の
で
、
社
会
経
済
的
制
約
性
を
明
ら
か
に
し
、
自
然
を
合
理
的
に
管
理
し
て
有
効
な
生
産
計
画
を
た
て
て
ゆ
く
と

い
う
晨
栗
上
の
必
要
か
ら
い
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
土
壌
統
の
分
布
地
域
で
は
（
図
2
3
参
照
）
、
土
穣
生
成
の
決
定
的
契
機
と
な

っ
て
い
る
母
材
の
差
に
よ
る
土
塩
琳
位
の
分
類
の
方
が
は
る
か
に
役
に
立
つ
こ
と
が
分
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
土
壌
区
、
土
虚

相
の
分
類
ま
で
明
ら
か
に
し
、
か
つ
債
々
の
土
棋
生
成
作
用
と
作
物
の
立
地
条
件
と
を
き
わ
め
な
け
れ
ば
具
体
的
に
農
梨
上
有

前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に

70 



第一五 九十九里町の地形・地質

表13 九十十里町役場地質柱状図

閃仕地．“・ ~Q 1 I No 2 
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に
相
当
し
、
以
下
第
三
紀
の
不
透
水
陪
で
あ
る
。

ニ
ニ
メ
ー
ト
ル
か
ら
比
抵
抗
値
が
急
に
低
下
す
る
の
は
塩
水
の
混
入
に
よ
る

が
ら
混
り
中
砂
、

一
九
•
三
メ
ー
ト
ル
以
下
は
貝
が
ら
託
り
硬
質
シ
ル
ト
で
あ
る
。
一
九
・
三
メ
ー
ト
ル
ま
で
が
海
成
沖
戟
層

褐
色
の
細
砂
、
0
•
五
メ
ー
ト
ル
ー
三
・
八
メ
ー
ト
ル
ま
で
褐
灰
色
中
砂
、
三
・
八
メ
ー
ト
ル
ー
一
九
・
一

l一
メ
ー
ト
ル
ま
で
貝
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坑五節

新
築
工
事
の
ポ
ー
リ
ソ
グ
関
査
で
は
、

一
九
•
四
五
メ
ー
ト
ル
よ
り
二
〇

も
の
で
あ
る
。

次
に
一
九
六
七
年
（
昭
和
四

1-）五月
、
九
十
九
里
町
役
均
庁
舎
新
築
工
事
に

九
十
九
里
町
役
め
庁
舎
の
新
第
、
九
十
九
里
町
立
也
海
小
学
校
改
築
工
巾
に

際
し
て
の
基
礎
設
社
に
伴
う
地
質
調
在
の
報
告
（
表
14
お
照
）
を
総
合
し
て
考
え

る
に
、
地
下
一
九
・
―
―
―
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
ま
で
が
海
成
の
沖
梢
庖
で
そ
れ
以
下

の
と
こ
ろ
は
硬
質
シ
ル
ト
で
あ
り
第
三
紀
陪
に
入
る
。
九
十
九
里
町
役
場
庁
舎

当
っ
て
地
質
調
査
の
結
果
が
表
13
の
通
り
報
告
さ
れ
て
い
る
。

-I 

表14

九十九里町の地買溝油と地下水

畳海小学校地質柱状図
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第一迂 九十九里町の地形・地n

表15 不動堂地先の揚水状況

①拐水状況

ロ 径 I 100 
探 度 I20 

ストレーナー位霞＇ 、9 i 4~ 8 
8~12 

（ ）は布効長m (7.5) 

扮水 fim3/day 1 95 

自然水位 m 1 1,030 

拐水水位 m 1 3.2so 

水位伍下 mド42.0 
比湧出1il:m3/day/m 

切 出 指 数 1I 5.60 

水 温 C I 15.0 

ま
で
は
殆
ん
ど
砂
陪
で
あ
る
か
ら
空
隙
率
四
五
％
内
外

の
で
あ
る
。
九
十
九
里
町
の
地
下
―

-0
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
，

い
、
粘
土
と
砂
が
砒
っ
た
よ
う
な
地
倍
は
こ
れ
に
属
す
る

む
け
れ
ど
殆
ん
ど
水
を
通
さ
な
い
地
府
を
半
透
水
屈
と
い

空
隙
率
（
％
）
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
透
水
陪
に
対
し
水
を
含

が
含
み
得
る
か
は
、
土
粒
子
の
空
隙
の
割
合
、
す
な
わ
ち

で
い
る
の
で
偕
水
陪
と
い
う
。
地
府
中
ど
の
く
ら
い
の
水

四
メ
ー
ト
ル
の
間
に
砂
買
シ
ル
ト
が
現
わ
れ
て
い
る
（
別
掲
刀
其
5
な
照
）
。

地

下

水

の

調

査

報

告

V
9げ
9

千
媒
似
企
画
部
の
電
気
探
在
の
結
果
を
見
る
と
、
地
陪
の
比
抵
抗
は
空
隙
の
大
き
い
地
囮
ほ
ど
、
そ
の
比

抵
抗
は
小
さ
く
、
空
隙
率
が
減
少
す
る
に
し
た
が
っ
て
比
抵
抗
は
削
大
す
る
。
す
な
わ
ち
粘
土
に
小
さ
く

h

・・

砂
茂
界
に
大
き
い
ほ
向
に
あ
る
。
砂
礫
恩
は
屹
娩
状
態
で
は
比
抵
抗
が
き
わ
め
て
為
く
、
地
下
水
面
以
下
の
湿
潤
の
め
合
に
は

若
干
低
く
な
る
。
砂
陪
は
砂
咬
陪
よ
り
含
水
批
が
大
き
く
し
た
が
っ
て
水
質
の
影
響
も
受
け
や
す
い
の
で
地
下
水
廂
以
下
で
は

砂
礫
陪
の
比
抵
抗
値
よ
り
も
低
く
な
る
。
泥
眉
・
粘
土
囮
は
空
隙
率
が
き
わ
め
て
大
き
く
多
批
の
非
可
採
水
を
含
み
、

恩
比
抵
抗
の
影
響
を
強
く
受
け
る
の
で
、
そ
の
陪
比
抵
抗
は
い
ち
じ
る
し
く
低
い
の
が
普
通
で
あ
る
。

か
つ
地

地
暦
に
は
砂
、
砂
礫
陪
の
よ
う
に
こ
れ
を
構
成
す
る
粒
子
の
問
に
空
隙
が
あ
っ
て
水
を
含
み
得
る
ば
か
り
で
な
く
こ
れ
を
通

と
9
ず
し
そ
う

っ
て
水
が
流
動
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
透
水
爵
と
よ
ん
で
い
る
。
地
下
水
面
よ
り
下
の
近
水
陪
は
常
に
水
を
た
く
さ
ん
含
ん

な
い
の
で
詳
か
で
な
い

C

二
0
•
三
四
メ
ー
ト
ル
以
下
の
地
質
調
牡
報
佑
は



坑五節 九十九里町の地竹構造と地下水

衰16 不動堂地先におけを揚水試験

R 同所における揚水試験

{T=5.1 X IO益／sec

S=l.72xI0-3 を採用する

水位峰下 (S)=Bm 口径 300111Dの場合

U = r1s/4Tt= (10.15)1 x 1. 72 x 10-3/4 x 5.1 x 10―ヽx8.64 x JO' 
=2.2X }0→ 
これより W(u)=14.75となる

可能掲水飛は

Q =4 ir Ts/ +w(u)= 12.56 xs.1 x 10―ヽX8/14.75=3.45X10―’m3/sec 
与300mツday

1日当りの可能水1il:は約 300m3となる

表17 ◎ 同所における水質試験（千葉県企画部報告）

採水年月 B I S 43. 4. 2 ~ 採水年月日 |S43 . 4-_ 2_1 

天 候 前日／当日

気 温

水温

ァ・ノモニア性空案

亜閉陥性窒素

硝酸性窒索

出索イオ・ノ

9ti／応

16.0 

15.0 

0. lppM 

0.03ppM 

0.39ppM 

-49.0ppM 

過マソカ・ •ノ陪））II 用i1'11韓 3.8ppM I 

般細歯数 1.700/mc i 
大船菌数 350MPN

ア ・ノ不 検出

銀同上

燐同上

同 上

0.12ppM 

素 0.55ppM I: 
鉛 不検出 ，

陰イオ・ノ活性剤痰 跡I
亜 鉛不検出 i

水買基祁以上のものは両度 3、アソモニア性窒索と亜硝酸性窒索の同時検

出である。その他は飲料に適する。 Lかし比祁軍字 55Onu／糎あり、採水

には細心の注でを要する。本）りの探度としては12m内外が好ましく、それ

以深では塩水虻入の危惧がある。

シ

水

布 機

銅

鉄

弗

ク ロ ム 不検出

砒 素 同上

マ ソ ガ ソ 0.07ppM 

珪 殷

フ 工 ノ Jレ 不検 1ii

硫 穀 イ オ ソ 840ppM 

硬 度 176ppM 

水索イオソ 濃度 7.9pH 

ア Iレ 力 リ 度 116ppM 

醗 度

゜具 気 な し

味 な し

色 2.0 

濁 り 3.0 

残 留 塩 索

蒸 発 残 留 物 352ppM 

溶 性 ケ イ 酸 28.SppM 

判 定 及 意 見 不 適
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第一衰 九十九里町の地形・地質

九
十
九
里
・
夷
隅
地
区
広
域
水
迫
水
源
岡

査

報

告

也

昭

、

四

二

表
属
地
釘
と
土
攘
生
成
関
係
昭
、
二
六

九
十
九
里
平
野
の
例

吉

村

信

吉

地

下

水

河

出

也

房

九

十

九

里

町

誌

総

説

編

九

十

九

里

町

渭

水

啓

八

郎

房

紀

の

自

然

誌

古

今

因

院

松

井

健

参
考
文
献

千
莞
爪
企
画
部

る
（
表
1
5
.
1
6
.
1
7
参
照
）
。

昭
、
一
七

昭
、
五
〇

昭
、
二
七

大
成
基
礎
設
計
k

k

昭
、
四
二

九
十
九
里
町
立
既
海
小
学
校
改
築
に
伴
う
地
臼
囮
査
東
海
ボ

ー
リ

ソ
グ

k

k

昭

、

四

四

九
十
九
旦
浜
平
野
日
本
地
誌
八
先

J

二
宮

掛

店

昭

、

四

二

古

JII 

力

九
十
九
里
町
役
均
庁
舎
新
築
工
事
柱
状
図

（
古
川
力
）

一
五
メ
ー
ト
ル
ー
ニ
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

一
般
に
砂
堆
上
が
良
帯
水
区
で
そ
の
深
度
は

ア
ん
ア
ア

千
葉
県
企
画
部
の
実
施
し
た
雹
気
探
在
の
結
果
九
十
九
里
平
野
で
は
比
抵
抗
(

P

)

！
探
度

a
曲
線
は

一
〇
メ
ー
ト
ル

i
-
―¥0

.)
9
“
ぃ

メ
ー
ト
ル
に
お
い
て
急
勾
配
で
抵
抗
値
が
低
く
な
る
。
こ
れ
は
化
石
塩
水
あ
る
い
は
油
水
の
影
咽
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
従
っ

て

G
L基
辿
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で
は
含
塩
批
の
少
な
い
地
下
水
が
期
待
さ
れ
る
。

先
に
の
ぺ
た
九
十
九
里
町
不
動
堂
―
一
五
番
地
に
お
け
る
試
掘
ボ
ー
リ
ソ
グ
に
よ
る
調
査
結
果
は
次
の
よ
う
報
告
さ
れ
て
い

で
あ
る
。
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第一節 応水羹と郷土

が
大
き
い
。

っ
(
9
9
9

造
慣
商
品
化

の

今

昔

村
岩
沼
•
宮
成
（
現
長
生
村
）
付
近
に
核
心
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
の
組
の
苗
木
は
、
農
家
の
副
業
と
し
て
肌
の

が

e

突
生
苗
木
が
土
地
の
苗
木
尚
に
よ
っ
て
集
荷
さ
れ
、
地
方
の
苗
木
市
で
市
阪
さ
れ
て
い
る
。
机

Wi
は
主
と
し
て
住
宅
の
生
垣
用

•-9 

九
十
九
里
海
岸
平
野
の
損
放
培
の
歴
史
は
さ
ほ
ど
古
い
も
の
で
な
い
。
戦
前
、
損
・
梅
•
松
等
の
苗
木
栽

そ
9
さ

會

2
9
.
-
9

0
が
し
こ
ざ
3

.

.
 

,．
:
9
に

培
が
匠
瑳
郡
共
輿
村
東
小
笹
・
西
小
笹
（
現
八
日
市
褐
市
）
•
山
武
郡
正
気
村
半
田
（
現

東
金
市
）
・
北
生
郡
八
f
l
l
,

に
利
用
さ
れ
、

Ill
武
郡
・
長
生
郡
・
匝
瑳
郡
に
か
け
て
伐
家
の
生
垣
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
此
家
の
祖
の
生
垣
は
垣
根
や

(

1

)

＂
‘
ひ
ら

防
風
林
と
し
て
利
用
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
農
家
の
祖
に
対
す
る
柏
林
思
想
は
、
遥
く
佐
藤
信
加
の
指
母
に
ま
つ
と
こ
ろ

•
e

ヽ
（

佐
藤
侶
沿
は
一
八
一

0
年
（
文
化
七
）
（
四
二
淑
）
阿
波
の
消
老
集
営
大
夫
の
失
脚
に
よ
る
不
遇
以
米
、
上
総
大
豆
谷
（
現
東
金

第
一
項

第
一
節

降
水
量
と
郷
土

第

二

章

気

郷
土
の
微
気
候
環
境
と
造
槙
栽
培
の
関
係

候

76 



第二章 気 候

写6 横の王造り S52.6.5 

戦
前
は
棋
の
庭
樹
は
そ
の
技
姿
が
玉
造
り
（
写
真

嶋

い

9
し
な

(
2
)

市
）
に
箆
棲
中
女
女
を
亡
い
、
郷
困
秋
田
沿
の
財
政
改
革
に
参
与
の
希
望
も
破
れ
、
そ
の
上
な
お
神
道
方
古
川
源
十
郎
の
門
に

9
し
な

入
っ
て
か
え
っ
て
災
薙
を
被
り
、
ま
た
子
女
を
炭
い
、
そ
の
問

tt窮
と
た
た
か
い
な
が
ら
郷
域
の
百
姓
を
指
羽
し
、
「
種
樹
秘

さ
し

要
」
を
著
し
、
接
樹
挿
木
、
圧
条
と
り
き
の
秘
を
実
地
指
導
さ
れ
、
雌
家
の
「
碓
木
を
作
る
に
根
を
需
む
る
に
あ
り
、
幹
を
お
む
る

あ
り
、
皮
を
需
む
る
に
あ
り
、
策
を
術
む
る
所
の
部
に
囚
っ
て
作
法
各
々
差
別
あ
り
、
何
ん
と
な
れ
ば
所
叩
そ
の
根
を
而
め
て
作
る
も
の
に

は
、
そ
の
根
を
肥
満
充
尖
せ
し
む
る
作
法
あ
り
、
然
る
に
そ
の
作
法
を
用
い
ず
し
て
傍
事
を
行
う
と
き
は
或
は
幹
肥
り
皮
弥
ま
り
或
は
策
の
み

9
わ

そ

大
い
に
繁
り
な
ど
し
て
、
そ
の
主
と
し
て
稲
む
る
所
の
上
品
な
根
を
得
ぺ
か
ら
ざ
る
如
し
」
云
々
と
上
谷
・
幸
田
付
近
の
土
性
と
気
候
が

損
苗
に
適
す
る
こ
と
を
教
え
、
そ
の
指
消
に
力
を
入
れ
た
こ
と
が
あ
ず
か
っ
て
今
日
を
な
さ
し
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

の
庭
木
造
り
に
内
念
し
て
い
た
上
谷
の
人
渡
辺
幸

l

｀

つ

こ

く

郎
に
会
い
、
当
地
方
の
梅
・
厚
皮
香
の
美
樹
を
観
宜

近
の
庭
木
類
で
あ
り
、
東
京
の
市
場
に
進
出
す
る
動

機
と
な
っ
た
。

に
よ
っ
て
掘
界
に
紹
介
さ
れ
た
の
が
幸
田
・
上
谷
付

し
、
大
い
に
心
の
勁
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
同
画
伯

た
ま
旧
福
岡
村
（
現
東
金
市
）
上
谷
に
遊
ぴ
、
当
時
梅

又
一
方
昭
和
の
初
莱
、
画
家
大
野
泡
徳
が
、
た
ま

う
。

77 
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窮一節 降水量と郷士

九
十
九
里
海
岸
平
野
に
お

け
る
造
撰
栽
培
地
の
分
布

く
生
有
し
て
い
る
。
柏
物
図
鑑
に
よ
れ
ば
、

品
と
し
て
東
京
・
大
阪
方
面
に
出
荷
さ
れ
る
が
後
項
で
詳
述
し
た
い
。

`
4
9
 

こ
の
よ
う
に
整
枝
さ
れ
、
刈
込
み
の
き
い
た
相
の
庭
樹
ば
特
に
五
月
ご
ろ
の
新
芽
の
崩
が
か
っ
た
緑
は
他
の
庭
樹
の
追
従
を

許
さ
ぬ
美
観
で
あ
る
。
政
近
は
古
幹
の
太
さ
の
あ
る
新
木
が
品
不
足
と
な
り
返
く
九
州
方
而
よ
り
流
れ
て
く
る
も
の
が
多
い
。

又

一
方
九
十
九
里
町
付
近
で
は
都
市
の
代
鉢
の
材
料
と
し
て
机
の
若
木
（
播
柚
後
一

0
年
ぐ
ら
い
）
が
利
用
さ
れ
、
「
ロ
ー
ソ
ク

造
り
」
と
い
っ
た
仕
立
て
の
荒
け
ず
り
の
も
の
が
よ
ろ
こ
ば
れ
て
東
京
方
面
に
市
出
性
を
指
向
し
て
い
る
。

し

か
ん
｀
・
｀

羅
殺
相
や
大
机
の
生
百
分
布
は
決
し
て
九
十
九
里
浜
平
野
ば
か
り
で
な
く
、
関
東
一
円
に
広

し
て
新
芽
を
春
秋
二
回
充
分
に
刈
込
ん
で
く
る
と
蔽

写7

る
。
こ
の
よ
う

に
整
形
手
術
が
施
さ
れ
、
数
年
妊
過

で
新
芽
を
吹
か
せ
て
商
品
価
伯
を
麻
め
る
の
で
あ

橘の流れ造り S 52-6. 4 

年
（
昭
和
二
五
）
以
降
は
木
肌
の
味
を
見
せ
る
流
れ
造

り
（
写
7
参
照
）
が
多
く
な
り
、
東
金
市
上
谷
の
人
風

．．
 
さ

4

問
祇
省
に
よ
っ
て
「
さ
び
」
の
あ
る
多
く
の
作
品
が

工
夫
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
仲
ぴ
放
題
に
な
っ
て
い
る

「
新
木
」
に
「
の
み
」
を
入
れ
て
撒
形
手
術
が
施
さ

ム
と
こ
ら

れ
、
整
っ
た
枝
型
（
さ
し
枝
と
快
技
）
の
組
み
合
わ
せ

6
)
と
い
わ
れ
る
も
の
が
多
か
っ
た
が
、

一
九
五

0
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祁二泡 気 候

写8 椒の美しい生垣 S52.6.5 

本
地
方
の
近
く
で
は
、
茨
城
原
鹿
品
郡
利
根
川
辺
ま
で
よ
く
農
家
の
生
垣
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
（
写
8
参
照
）
。
西
は
神

奈
川
原
肛
木
市
間
辺
ま
で
同
様
に
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
庭
園
観
冗
用
と
し
て
肥
培
管
理
す
る
の
は
九
十
九
里
浜
平
野
を
お
い

云
々
と
あ
り
生
育
範
囲
は
広
い
。

「
熱
”
“
及
び
亜
熱
術
にn
生
す
る
常
舷
甜
木
で
、
麻
さ
五1
六
丈
周
囲
七
ー
八
尺
（
ニ
・
一
ー
ニ
•
四
メ
ー
ト
ル
）
に
達
す
る
。
樹
皮
は
灰
白

色
を
併
び
、
浅
く
縦
裂
す
る
。
第
は
細
長
く
し
て
互
生
し
、
表
面
は
緑
色
、
裏
面
は
行
白
色
を
足
す
。
花
は
爪
生
で
五
月
頃
開
き
、
果
実
は

二
部
よ
り
成
り
、
下
部
は
肉
質
で
熟
す
れ
ば
赤
色
を
足
し
、
上
部
は
梱
子
で
緑
色
を
呈
す
る
（
土
地
で
は
「
お
し
よ
ね
ん
ご
ぽ
う
」
と
よ
ん

で
い
る
）
。
観
賞
川
と
し
て
栽
培
し
、
或
は
生
垣
と
し
木
材
は
述
亮
器
共
の
材
料
に
供
す
る
。
」

て
他
に
な
い
。
垣
根
材
料
に
し
か
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
組
が
庭
樹
と
し
て

松
の
代
用
品
と
し
て
発
足
し
、
今
日
の
よ
う
に
も
て
は
や
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
は
気
候
土
壌
に
適
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て

と
は
邸
度
な
技
術
を
布
す
る
拍
木
戟
人
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事

る
。
下
稔
洪
糾
台
地
上
に
も
生
打
は
す
る
が
、
庭
木
用
に
仕
立
ら
れ
る
の

は
ま
れ
で
あ
る
。
又
九
十
九
里
浜
の
汀
線
に
近
づ
く
に
従
っ
て
そ
の
密
度

が
粗
に
な
る
。
特
に
汀
線
に
近
い
第
八
、
九
砂
堆
上
（
図
1
参
照
）
に
な
る

九
十
九
里
浜
平
野
の
沿
肌
生
産
の
分
布
は
一
宮
川
以
東
新
川
問
に
あ

が
山
武
地
方
を
し
て
特
産
地
と
し
て
立
地
さ
せ
る
巾
要
な
要
因
で
あ
る
。

は
後
述
に
ゆ
ず
り
た
い
、

一
方
に
は
新
木
に
幣
形
手
術
を
施
す
と
い
う
こ
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祁一節 閏水位と郷土

北
東
部
で
木
戸
•
本
須
賀
•
西
部
で
は
細
屋
敷
・
中
里
・
剃
金
・
入
l
U律
・
小
泉
を
つ
な
ぐ
臨
海
町
村
の
岡
集
落
を
貫
ぬ
く

Z
革
~
銚
子
間
の
里
沼
、
す
な
わ
ち
辿
県
辺
が
南
限
と
見
て
よ
い
。
こ
の
砂
堆
を
九
十
九
里
浜
岡
砂
堆
と
仮
名
し
た
い
。
こ
の

九
十
九
里
浜
岡
砂
堆
と
汀
線
の
問
は
潮
風
の
影
密
が
強
い
、
祖
の
生
育
に
は
潮
風
が
殴
大
の
印
宮
と
な
る
。
『
九
十
九
里
町
誌
総

•sr 

説
紺
』
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
汀
線
に
近
づ
く
に
従
っ
て
椒
の
垣
根
か
ら
柾
の
垣
根
に
次
第
に
移
る
。
こ
の
こ
と
は
潮
風
に
対

す
る
相
と
柾
の
適
応
の
対
比
で
あ
る
。

造
祖
の
生
産
の
核
心
は
下
総
台
地
下
よ
り
数
え
て
第
一
、
第
二
砂
堆
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
砂
堆
上
の
砂
批
土
地
域
に
ド
、
．`

ナ
ソ
ト
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
分
布
上
か
ら
見
る
と
、

堆
」
（
「
集
洛
の
立
地
と
地
形
的
成
因
」
七
ペ
ー
ジ
、
図
1
参
照
）
が
細
々
と
造
狽
の
南
限
に
位
胚
し
て
い
る
わ
け
で
特
産
地
化
に
は

ド
・
・
、
ナ
ソ
ト
、

エ
リ
ア
は
長
生
郡
長
生
村
の
岩
沼
•
宮
成
・
水
ロ
・
倍
友

•
I
l
l
武
部
で
は
東
金
市
の
幸
田
・
北
幸
谷
・
番

ぐ
み
よ
う

幡
・
薬
師
堂
・
北
の
幸
谷
・
堀
上
・
求
名
、
匝
瑳
郡
八
日
市
褐
市

平
木
・
東
谷
•
藤
四
郎
野
・
東
小
笹
・
西
小
笹
で
あ
る
（
図

24
参
照
）
。

狽
の
庭
木
と
し
て
の
特
性
、
庭
悩
用
の
松
に
ま
ね
て
狽
を
整
枝
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
前
述
の
通
り
で

あ
る
が
、
損
は
日
当
り
に
も
半
日
か
げ
に
も
強
く
成
育
す
る
が
特
産
地
の
土
坂
的
条
件
は
砂
楔
土
が
敢

適
で
あ
る
。
本
町
で
は
期
Illぷ
道
よ
り
岡
の
川
上
統
・

一
松
統
が
や
や
適
す
る
が
汀
船
に
近
い
一
松
七
一
（
砂
質
）
に
な
る
に
従
っ

て
余
り
よ
い
と
は
い
え
な
い
（
紀
説
編
一
＝
ニ
ペ
ー
ジ
、
図
18
参
兜
）
。

造
撰
栽
培
地
の

微
気
候
条
件

立
地
条
件
上
不
適
当
な
地
域
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

と
棋
の
生
育
は
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

我
が
郷
土
で
は
「
西
野
小
関
砂
堆
」
「
高
畑
作
田
砂
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第 二汽 気 候
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坑一節 降水塁と郷土

前
に
述
べ
た
九
十
九
里
浜
平
野
の
特
産
地
で
は
生
育
が
早
く
、
湖
品
と
し
て
堀
り
取
り
移
拙
し
て
も
枯
死
す
る
心
配
が
な
く

b

つ
り

活
行
も
早
い
。
こ
の
地
帯
の
も
の
は
粘
土
地
衛
の
も
の
の
よ
う
に
掘
り
取
り
の
際
「
根
土
」
が
落
ち
る
こ
と
が
な
く
、
小
根
が

よ
く
生
育
し
て
い
る
。
松
の
よ
う
に
移
肌
期
を
選
ぷ
こ
と
な
く
、
年
問
何
時
で
も
可
能
で
あ
る
。
但
し
冬
と
夏
の
土
用
の
時
だ

け
は
避
け
た
方
が
よ
い
。
冬
季
は
水
掲
げ
を
し
な
い
の
で
移
梢
し
整
形
手
術
を
し
て
血
げ
る
と
、
第
の
褒
を
霜
や
寒
さ
で
い
た

め
る
た
め
生
百
を
遅
れ
さ
せ
る
心
配
が
あ
る
。
夏
季
の
土
用
中
は
日
射
が
弛
く
花
媒
し
や
す
く
、
水
か
け
を
充
分
施
さ
ぬ
と
失

雇市

／ 

? 

入^：ュ ・匹知匹（北l印
l点およせ2a

10m 

図25 九十九里浜における造横姐の分布 (1965.5) 
（石原餞ー原図）

゜

表18 茂原市に於ける月平均気温と降水量の関係

クライモグラフ

”

n

8

1

5

 12 

10 

a 100 '” 200 250 匹
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第二沼 気 候

年千均'A猛 1s.6・c 

表19 長生郡長生村気象環境

5~9月平均 25.6'C 年屯水lil: 190.1．臼 仕水n数 145.9f] 

戸2l 3 以 illi1il低気］］叩＊，， ゅ ；，i 
雨 日 数

雨 I ＜もり 1 ’'? 
I ; 10.o・c 1.s・cI '. 4.l"cl 51.91111 I 1 I ， I 7 18 

I 12.4 i o. 7 I 6.6 141.6 13 11 11 

13.l 4.9 9.1 234.l l 26 24 3 

4 18.1 9.4 14.l 141.1 21 19 ， 
5 21.9 13.8 17.9 163.0 15 20 5 

6 26.2 18.9 22.6 82.6 18 26 3 

7 30.9 23.2 27.1 50.1 17 19 4 

8 29.4 22.1 25.8 201.6 19 21 4 ， 26. l 18.5 22.3 149.4 23 20 3 

10 22.2 14.4 18.9 131.8 23 19 4 

11 16.4 6.2 11.3 208.8 ， 15 ， 
12 13.9 2.0 7.9 45.4 12 10 14 

（昭和31年）

表20

0 .. 

JO 

九十九里町のクライモグラフ

100 20。

20 

10 

C
O
I
O
 

10 

り· ヤ••均'̂ 1y ― 15 . 6C

If・: ~l 4: ~\ 159』... 

IL 1 •九 ’I\ (cl●) 

棋
は
入
梅
期
と
晩
夏
期
年
二
回
新
芽
を
出
す
。
こ
の
時
期

る。 で
芽
を
ふ
き
出
し
五
ー
六
年
で
樹
形
を
整
え
る
こ
と
が
で
き

松
と
炭
な
っ
て
枝
の
何
れ
の
部
分
を
切
落
し
て
も
ニ
ー
＝
一
年

い
が
晩
秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
の
移
植
・
整
枝
よ
り
は
よ
い
。

い
月
は
移
植
期
で
は
な
い
。
夏
季
の
整
枝
は
木
皮
が
さ
け
易

敗
す
る
こ
と
が
あ
る
。

表
19
に
示
す
よ
う
に
月
降
水
批
の
少
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第一節

が
多
く
移
伯
後
の
活
沿
が
悪
い
。
褐
合
に

悪
い
。
特
に
砂
土
は
移
柏
時
に
土
こ
ぽ
れ

余
り
適
し
な
い
。
砂
や
粘
土
は
根
ば
り
が

適
す
る
土
壌
は
砂
壌
土
が
よ
く
、
砂
土
は

欄
栽
培
の
土
壌

的

立

地

要

因

と
す
る
損
栽
培
に

移
柏
を
必
要
条
件

で
あ
る
。

避
け
る
こ
と
は
、
栽
培
上
の
徴
気
候
条
件

あ
り
、
潮
風
と
冬
の
北
西
モ
ン
ス
ー
ン
を

春
か
ら
梅
雨
期
に
か
け
て
高
温
が
必
要
で

が
そ
れ
ぞ
れ
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
又
晩

五
月
．

l
-
月
に
閾
水
屈
の
マ
キ
シ
マ
ム

に
前
者
で
は
六
月

•
-
0
月
、
後
者
で
は

の
長
生
村
の
気
象
閑
挽
に
見
ら
れ
る
よ
う

凶＊問と郷．＋．

十
九
里
町
の
ク
ラ
イ
モ
グ
ラ
フ
及
び
表
19

に
年
問
の
牡
水
批
の
マ
キ
シ
マ
ム
が
あ
る

こ
と
が
微
気
候
要
因
で
あ
る
。
表
20
の
九

巨砂凛土

区三］砂
区岨纂土

［ニコ釦証土

± 

図26 長生村土性図（長生村調書による）
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亮二れ 気 候

出

荷

及

び

販

路

語
っ
て
い
る
好
例
で
あ
る
。

よ
っ
て
は
枯
死
す
る
こ
と
が
多
い
。
従
っ
て
本
町
の
よ
う
に
一
松
統(H
m
•
7
l
、
総
説
紺
一
ニ
ニ
ペ
ー
ジ
）
は
砂
質
で
あ
る
の
で
、
巌

適
の
土
性
と
は
い
い
姪
い
。
旧
呪
浜
の
下
谷
・
旧
片
貝
南
北
新
IIl
．
下
ク
谷
・
北
附
・
旧
幾
海
の
粟
生
新
田
・
其
化
新
田
等
は

こ
の
一
松
統
に
該
当
す
る
。
又
粘
土
質
の
多
い
所
で
は
根
が
第
先
の
よ
う
に
地
下
に
垂
れ
下
っ
て
し
ま
い
、
活
沿
が
悪
く
生
育

が
鈍
い
。
砂
壌
土
地
帯
は
、
地
下
が
浅
い
所
で
根
が
巻
毛
に
な
っ
て
地
こ
ぽ
れ
も
少
く
、
活
ャ
3
も
よ
く
生
育
が
早
い
。
東
金
市

の
幸
Ill
．
上
谷
付
近
は
こ
の
好
例
で
後
述
の
よ
う
に
大
阪
方
面
ま
で
出
荷
さ
れ
て
い
る
要
因
は
、
こ
の
土
棋
的
吸
因
が
あ
ず
か

っ
て
大
き
い
。
祖
枝
培
の
土
坑
的
条
件
の
卓
越
性
は
長
生
郡
長
生
村
の
岩
沼
付
近
で
図
26
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
土
性
は
砂
撰
土

lla 

で
あ
る
。
そ
の
問
に
高
根
地
区
と
に
挟
ま
れ
た
術
状
の
腐
悧
士
地
術
で
は
相
栽
培
を
さ
け
て
い
る
の
も
土
撲
的
適
性
を
よ
く
物

追
机
の
阪
路
は
大
阪
方
面
が
敢
大
で
あ
る
。
大
阪
閲
辺
の
損
の
仲
売
商
人
は
そ
の
年
の
買
付
け
を
社
か
ら

正
月
に
か
け
て
生
産
者
と
約
定
し
買
手
は
掘
取
り
、
運
搬
の
人
夫

111、
こ
も
、
な
わ
代
等
を
含
め
て
樹
の

取
引
値
段
を
決
定
す
る
、
生
産
者
と
直
接
交
渉
が
多
い
が
時
に
は
土
地
の
仲
買
商
人
を
通
す
こ
と
も
あ
る
。
品
質
の
よ
い
も

の
、
幹
の
廻
り
の
太
い
も
の
は

ia接
ト
ラ
ッ
ク
で
大
阪
周
辺
の
問
歴
に
入
る
。
川
匝
池
田
の
「
イ
ナ
ダ
商
会
」
な
ど
は
代
表
的

な
も
の
で
あ
る
。

本
地
域
で
は
庭
木
職
人
の
紹
介
に
よ
る
こ
と
が
多
い
。
特
に
東
金
市
の
川
出
・
北
キ
谷
・
北
の
中
谷
・
西
中
・
九
十
九
里
町

で
は
H

化
・
片
只
•
そ
の
他
求
名
、
家
徳
（
東
金
市
）
に
名
人
級
の
庭
師
が
各
々
の
木
の
特
性
を
い
か
し
て
、
そ
の
木
一
ば
い
の

棺
形
手
術
を
す
る
。
芽
出
し
後
ぱ
そ
の
木
に
応
じ
た
植
え
方
を
選
ん
で
麻
品
価
値
を
甜
め
る
よ
う
工
夫
し
て
い
る
。
出
荷
の
大

部
分
は
ト
ラ
ッ
ク
輪
送
で
あ
る
が
小
物
や
品
祖
の
よ
く
な
い
も
の
は
貨
車
扱
い
に
な
る
。
舷
近
の
各
駅
の
貨
車
扱
い
は
表
21
の
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第一節

り
」
が
圧
阻
的
に
多
く
、
埼
玉
県
の

あ
ん

9
l
'

安
行
と
競
合
関
係
が
密
で
あ
る
。

以
上
微
気
候
関
係
と
棋
栽
培
の

同
時
に
代
鉢
用
の
「
ロ
ー
ソ
ク
造

住
宅
、
団
地
に
よ
ろ
こ
ば
れ
る
と

表21

は
「
門
か
ぷ
り
」
は
東
京
方
面
の
小

も
適
期
の
春

(i--•
四
・
五
月
）
と
秋

図
切
に
示
し
た
通
り
八
尾
・
川
西

0
か
雫
ヽ
で
り

池
田
・
中
山
寺
で
こ
の
出
荷
時
期

（
九
•
一O
·

―
一
月
）
に
集
中
し
て

9
よ
く

、
ん

い
る
。
品
種
的
に
見
る
と
曲
幹
物

ち
よ
く

が
よ
ろ
こ
ば
れ
る
。
「
直
幹
物
」
又

外房線、総武本線各駅取扱い庭樹

次
し
で
八
尾
駅
（
八
尾
市
）
で
あ
る
。

所
は
川
西
池
田
駅
（
池
田
市
）
で

(S.48) 

降水翫と郷土

J

れ
ら
関
西
方
而
へ
の
版
路
を

通
り
で
あ
る
。

地
域
ご
と
に
分
類
し
て
見
る
と
大

1 駅名 1 取扱 地域 1 行 先 種

八積 駅 1岩iB•水ロ・ 八尾駅・）1|西池田・中山寺 狽・黄楊

一松 糾山・住吉

尾・ロ： ：：・ 川西池田・八尾・中山寺 I 

金 1::；E:: I川西池田 ・中山寺 I 

名 1求 名 1川西池田・八尾・伊丹 I 
成 東 1成 東 I川西池田； ：： •宮川・ 1 川西池田・中山寺・玉迭 I 
八日市 ij.}I平和・共輿 1中山寺 ・八尾 I 

干 潟平木・東,JヽtIE 川西池田・中山寺・八尾 ・

天王寺 ・狭山 ・畝傍・宜山

本 納1:元五戸 ］ 八 尾 ． JII酉池田・中山寺
白里

茂 原 I千町・北塚 I八尾 1 

宋 I四・榎沢 I川西池田 1 

類

松
棋•松・紅薬・百日

紅・南天・ぽけ

東 掛 ・ひいらぎ（拘骨）

求
損•さるすぺり（百

日紅）ひいらぎ（拘竹）

狽

棋•松

狽•松

損 • 松

姐

祖・百日紅・黄楊

太 祖
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第二且 気 候

1 3 1.;, 7 7. 97 9 

6̀9: 

/ , J'··’’9 ，ヽ ，・ ，．•．•

凡

巳゚

” ー竹

(~餃

25.n己な内

市磁

り 9'IOM

⑲l虹全支所伍高より作図

5 9. 4. 5 

図27 造槙の東金駅貨車積み出布における荷着駅分布図
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第一節 閏水塁と郷土

化
の
初
象
が
見
ら
れ
る
。

的 料囮
ら
れ
て
い
る
。

灼 伍 四 回
栽
培
地
の
土
壌
的
咬
因
が
砂
浜
土
に
求
め
ら
れ
る
。

仁 日 営
燥
に
つ
い
て
一
ぺ
つ
し
た
の
で
あ
る
が
多
少
概
説
的
な
部
分
が
あ
る
が
結
論
的
に
ま
と
め
て
見
る
と

年
比
水
屈
の
配
分
上
年
間
に
晩
朴
と
晩

i

以
と
二
回
マ
キ
シ
マ
ム
の
あ
る
こ
と
が
立
地
要
因
で
あ
る
。

九
十
九
里
浜
平
野
の
土
地
利
用
上
特
に
広
殺
の
園
芸
作
物
の
一
っ
と
し
て
棋
栽
培
の
分
布
が
こ
の
平
野
の
地
形
的
成
因
に
制
約
さ
れ
、
下

紀
台
地
に
近
い
第
一
、
二
、
三
列
の
砂
堆
上
に
ド
・
・
、
ナ
ソ
ト
、
エ
リ
ア
を
求
め
ら
れ
る
。

（
古
川
力
）

強
い
潮
鼠
、
冬
の
モ
ン
ス
ー
ソ
が
相
生
産
に
は
印
世
と
な
り
、
こ
の
影
営
の
あ
る
本
町
で
は
汲
大
の
避
指
向
性
を
示
し
て
い
る
。

阪
路
の
大
部
分
が
大
阪
周
辺
八
尾
・
川
匹
池
田
・
中
山
寺
の
各
駅
に
し
ぼ
ら
れ
い
て
る
。
従
っ
て
新
し
い
市
め
の
雌
発
が
怠
務
で
あ
る
。

農
築
労
幽
力
の
省
力
化
と
季
節
的
労
悦
力
の
配
分
を
プ
，
胞
し
て
設
家
経
営
を
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
の
も
と
に
狽
栽
培
が
取
り
入
れ

出
荷
澳
関
、
集
樹
方
法
が
沢
本
化
し
樹
木
農
梨
に
移
行
す
る
煩
向
が
あ
る
。

造
棋
栽
培
に
は
整
枝
技
術
の
必
い
狽
木
戦
人
が
求
め
ら
れ
特
定
の
地
域
に
分
布
す
る
傾
向
が
あ
る
。

っ。、

砂
堆
利
用
の
施
設
園
芸
晨
策
と
な
ら
ん
で
本
町
の
辿
祖
栽
培
は
首
都
四
と
の
繋
り
が
濃
厚
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
本
町
の
近
郊

註

c‘。今

(

1

)

佐
藤
伯
茄
（
一
七
六
九
ー
一
八
五

O
)

江
戸
後
期
の
経
済
学
者
。
羽
後
の
人
。
宇
田
川
玄
紐
に
本
雌
学

oo学
を
学
び
、
後
長
崎
に

遊
学
致
仕
後
は
南
紀
に
あ
っ
て
神
辺
の
テ

J

究
、
農
政
学
大
成
に
努
め
、
一
種
の
国
家
社
会
主
義
を
唱
迅
、
署

「
防
海
策
」
「
災
政
本
論

「
宇
内
北
同
秘
策
」
「
垂
統
秘
鉗
」
「
経
済
吸
鉗
」
等

・
っ
~
”
•
こ
＂
←
に

(

2

)

吉
川
神
辺
江
戸
初
期
吉
川
惟
足
の
附
え
た
神
道
。
吉
田
神
道
の
仏
教
的
色
彩
を
餘
き
宋
店
の
説
を
加
味
し
た
、
理
論
一
点
ば
り
の
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第二章 気 候

図28

で
は
三
四
•
-
＝
％
か
ら
二
四
・
七
％
に
減
少
し
た
。
し
か
し
東
葛
地
域

が
本
県
野
莱
を
担
う
大
産
地
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。

――
-
o
h
a
、
印
繹
九
、

五
―
二

ha
、
山
武
三
、

八
―

o
h
a
と
昭
和
四

0
年

い
野
菜
へ
と
転
換
が
は
か
ら
れ
、

OO匝
四
、

0
1
0
h
a
、
香
取
四
、

作物別ピニールハウス利用

千葉県 (S49.1) 

一
方
北
総
地
域
に
お
け
る
面
梢
は
啓
通
作
物
か
ら
土
地
生
産
性
の
高

ha
と
昭
和
四
十
年
に
比
し
て
七
九
％
に
、
ま
た
県
全
体
に
占
め
る
比
率

い
て
は
、

激
し
い
都
市
化
の
影
密
に
よ
り
、

一
九
六
五
年
（
昭
和
四

0)

千
葉
県
の
施
設
園

芸
農
業
の
動
向

第
二
項

伐
名
の
神
辺
で
な
く
宗
教
的
な
淡
共
を
有
す
る
、

念
ジ
，
文
献

古

志

太

郎

佐

藤

伯

沿

思

想

鉗

斉

藤

防

雄

胚

木

の

作

り

方

長
生
村
新
農

111漁
村
辻
没
計
画

束
金
市
新
只
村
紐
没
沢
料

施
設
園
芸
農
業
と
雨
天

本
原
の
地
域
別
野
菜
産
地
の
動
向
を
趨
勢
的
に
み
る
と
、
東
岱
•
安
房
・
及
生
地
域
が
減
少
し
、
千

葉
・
君
律
・
夷
屈
・
山
武
・
面
匝
．
呑
取
が
増
加
し
て
い
る
（
火
22
参
照
）
。
こ
と
に
束
硲
地
域
に
つ

の
ー
ニ
・
九
六
七
ha
か
ら
一
九
七
二
年
に
（
昭
和
四
七
）
は
一

0・11100

昭
、
三
六

昭
、
-
—
―
-
＝

昭、

一
八

理
学
神
辺

古

川
古

Ill 

ヵ ヵ

近
郊
化
す
る
九
十
九
里
海
岸
平
野
、
房
総
地

理
祁
一

0
号

昭

、

三

四

九
十
九
且
面
作
平
野
に
於
け
る
辿
祖
営
凸
の

分
布
、
房
船
地
理
第
一
五
号
昭
、
三
九
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表22 年次別野菜面積の推移

第一節降水量と繹土

h● 

県It{43,600) 

東冨 {10,300)

印11(9,510) 

千菓（ヽ ．900)

•一つ•一·～＾行取 (4 , 130)
湯匝 (4,010)
山武 (3,810)

-＝苓二了-mほ (2.380)
--o安”(2,120)

長生 (1,580)

心 o o o夷隅( 838) 

““46  47年
賣99 "累aII•11鰍●9""↑學● (Ill ( I,"＂鱈ヽ 9零●鯛
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第二章 気 候

表23 ピニールハウスの面積と推移（野菜）

尺年』一昭和 40年に□□二LI昭和 45年l昭

吋面積i繁圏1面 積 ！繁噸i丘―i齊
3 ,0aI~』点I 嘉 4 , 510,0り9, 1!‘！品‘5,396,0?：1731 10 6,660 臼〗：書］：］［i白r·E塁どr~
109,115 100 3 188,991 173 4 327,4干°16 1| 544 

旦ii目旦i[I:]［喜：::旦旦言

汁

原

U
傭

取

匝

武

生

隅

房

惇

市亮

凩

千

東

印

を

海

山

及

夷

安

召

で
栽
培
さ
れ
る
な
ど
、
栽
培
品
目
、
作
型
が
多
様
化
す
る
と
共
に
前
進

ク
サ
イ
「
ニ
ラ
等
の
野
菜
類
及
び
花
舟
類
な
ど
も
．
、
イ
プ
ハ
ウ
ス
ー

，
 

」

」

/

も
な
っ
て
、
従
来
沿
地
栽
培
で
あ
っ
た
「
ス
イ
カ
」
「
シ
ョ
ウ
ガ
」
「
ハ

ハ
ウ
ス
、

お
よ
び
ハ
ウ
ス
泄
水
施
設
、
筒
易
暖
房
機
の
間
発
普
及
に
と

一
九
五
二
年
（
昭
和
二
七
）
に
始
め
て
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
が
導
入
さ

れ
、
安
房
．
君
津
・
山
武
•
長
生
等
の
冬
季
温
暖
な
海
岸
砂
地
地
帯
を

中
心
に
発
展
し
て
き
た
。
更
に
一
九
六
四
年
（
昭
和
三
九
）
か
ら
バ
イ
プ

変
化
の
波
に
洗
わ
れ
な
が
ら
も
栢
年
大
き
な
伸
び
を
示
し
て
い
る
。

飛
躍
す
る
本
県
の

施
設
園
芸
農
業

園
芸
は
最
近
の
消

111構
造
の
変
化
、
経
済
的

本
県
の
ピ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
を
利
用
し
た
施
設

よ
い
だ
ろ
う
。

島
工
業
地
域
な
ど
の
開
発
影
慇
を
除
々
に
受
け
て
い
る
と
判
断
し
て
も

増
加
し
て
い
る
。
特
に
香
取
•
印
旗
地
域
の
減
少
は
、
成
田
空
迷
・
鹿

葉
•
安
房
・
夷
隅
•
長
生
・
香
取
•
印
語
が
減
少
し
、
山
武
•
海
匝
が

又
昭
和
四
六
年
と
四
七
年
を
地
域
別
に
対
比
す
る
と
、
東
葛
・
千

に
作
付
面
積
が
増
加
し
て
い
る
（
表
22
参
照
）
。

度
対
比
一
三
九
％
ー
ニ
ー
四
％
と
、

い
ず
れ
の
地
域
に
お
い
て
も
大
幅



第一節 関水屈と郷土

春
夏
作

ス
イ
カ
・
メ
ロ
ソ
類
、
秋
冬
作
で
ば
、
夏
秋
キ
ュ
ウ
リ
•
以
秋
ト
マ
ト
が
主
体
で
あ
る
。
舷
近
で
は
「
春
キ
ュ
ウ
リ
」
の
仲
び

が
著
し
く
山
武
、
印
廂
地
域
を
中
心
に
．
ハ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
に
よ
る
「
ス
イ
カ
」
の
枝
培
が
急
激
に
仲
ぴ
て
い
る
。

品
目
別
作
付

状

況

春
夏
作
で
は
春
ト
マ
ト
・
春
キ
ュ
ウ
リ
・
イ
チ
ゴ

ピ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
六
六
O
h
a
に
栽
培
さ
れ
る
作
目
は

0
0
0
1
!
級
の
大
型
ハ
ウ
ス
も
出
現
し
て
い
る
。

旭
市
施
設
園
芸
集
中
管
理
モ
デ
ル
団
地
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
一
棟
一
―
-
‘

ス
が
八
六
六
棟
建
設
さ
れ
た
（
写
9
参
照
）
。

ス
に
更
新
さ
れ
、
更
に
装
固
さ
れ
、
大
型
化
へ
の
ほ
向
を
示
し
、

一
九
七

化
、
周
年
化
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
施
設
園
芸
は
飛
躍
的
な

発
展
を
と
げ
つ
つ
あ
る
。

図
28
に
示
し
た
通
り
、
ピ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
総
面
秘
は
七
五
四
ha
で、

野
菜
六
六
O
h
a（
八
七
•
五
％
）
、
花
舟
八
八
・
九

h
a
(
-―
•
八
％
）
、
果
樹
五
、

二

0
0
1
:
(
0
．
七
％
）
と
全
国
第
八
位
を
占
め
て
い
る
（
一
九
七
一
年
）
。

表
23
に
示
し
た
よ
う
に
ピ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
は
逐
年
順
調
に
伸
長
し
、

九
六

0
年
（
昭
和
三
五
）
頃
建
設
さ
れ
た
竹
幌
、
木
骨
ハ
ウ
ス
は
鉄
竹
ハ
ウ

三
年
（
昭
和
四
八
）
ま
で
に
単
棟
一
、

0
0
0叶
以
上
の
規
校
の
鉄
骨
ハ
ウ

写 9 近代的な鉄骨ハウス 九十九里町南新田古川沿吉ハウス

s.53. 8 古川力撮影
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第二章 気 候

る
が
、
品
稲
の
消
長
が
激
し
い
。

ロ
ソ
・
エ
リ
ザ
ペ
ス
メ
ロ
ン
等
新
し
い
品
種
が
導
入
さ
れ
て
い

ha
で
特
産
的
傾
向
を
も
っ
て
い
た
。
綬
近
で
は
ア
イ
ボ
リ
ー
メ

一
九
六
八
年
（
昭
和
四
三
）
こ
ろ
は
ス
イ
ー
ト
メ
ロ
ソ
が
六
、
七

(3) 

メ
ロ
ソ
類

の
市
町
村
が
著
し
い
。

海
匝
三
二

ha
（旭

山
武
三
七
ha
（
東
金
市
、
九
十
九
里
町
）

市
、
八
日
市
場
市
）

あ
る
（
写
10
参
照
）
。

地
域
別
に
は

っ
て
い
た
が
最
近
暖
房
機
の
晋
及
に
よ
っ
て
順
次
珀
加
し
つ
つ

し
て
き
た
た
め
「
春
キ
ュ
ウ
リ
」
の
産
地
は
散
在
産
地
が
目
だ

ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
は
「
春
ト
マ
ト
」
を
主
幹
作
目
と
し
て
発
展

(2) 

春
キ
ュ
ウ
リ

占
め
て
い
る
。

〇

春

卜

r
卜

,1, 

写10 ネポン・ハウスカオンキ

九十九里町北•松本栄雄ハウス

ピ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
は
春
ト
マ
ト
を
主
幹
作
物
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
地
域
的
に
は
、
長
生
七

iha
（
主
な
市
町
村
、

町
、
白
子
町
）
、
海
匝
五
八

ha
（
旭
市
、
八
日
市
沿
市
）
海
匝
か
ら
夷
隅
に
い
た
る
九
十
九
里
砂
地
地
9rli
で
令
体
の
五
七
％
を

一
宮
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第一節 降水量と郷土

区

1

1

,

2

祠

140114160158128131158111120 

＊
矧
71

県；
一

仲

当

葉

り

戸
ギ
ー
而
IOOJ
叫
叫
叫
四
函
叫
呵
呵
碑

千

青
□
i
科
g
，科
川
川
ー

q叫
_36ー

491
44、

ぉ数

C
-A

戸

亭

4

1

4

5

3

6

1

6

2

4

家

比
量

ー

叶

T函
四
叫
584869181664

悶

の

数

牢二
〖
ー

6
3
2
9
3
g
1
7
4
3
2
1
8
9
9
6
9
1
8
2
1

函
面

4
 

ぶ
遥
厨
泣
思
●
g

叩
呵
門
威

二ピ

5
1
5
4
2
0
1
7
1
7
1
8
1
3
1
6
1
0
9
1
4
 

紀分

表24

＂

”

饉

譜

取

匝

武

生

隅

liJ
沖

市•
五

第

見

千

東

印

行

海

山

仕

夷

安

店

安
房
―
―
-
•
四
h
a、
海
匝

そ
の
而
梢
も
二
三
・
八
ha

地
域
別
に
は

な
っ
た
。

③
 春

ト
マ
ト
の
後
作
と
し
て
諄
入
さ
れ
、
施
設
園
芸
の
主
幹
作
物
と

秋
冬
作

作
付
が
急
減
し
て
い
る
。
や
や
安
定
性
の
強
い
「
ト
マ
ト
」
「
キ
ュ

い
ず
れ
に
し
て
も
厳
近
価
格
の
不
安
定
さ
、
競
合
地
の
優
越
等
か
ら

る。 ア
イ
ポ
リ

-
．
六
ha

山
武
を
中
心
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
い

プ
リ
ソ
ス
メ
ロ
ソ

マ
ス
ク
メ
ロ
ソ

エ
リ
ザ
ペ
ス
メ
ロ
ソ

-
•
五
h
a

一
・
八
ha

（
佐
倉
市
、

八
街
町
、

町
、
千
倉
町
）

（
大
網
白
里
町
、
旭
市
）

（
光
町
、
横
芝
町
）

ウ
リ
」
に
匝
き
換
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

長
生
五
．

o
h
a
（
一
宮
町
、
白
子
町
）
、

九
十
九
里

夏
秋
キ
ュ
ウ
リ
は
一
九
六
三
年
（
昭
和
三
八
）
ご
ろ
、
は
じ
め
て

ニ
・
ニ
ha
、
東
蕊
三
・
ニ

ha
の
四
地
域
が
中
心
で
全
体
の
六
ニ

延
利
用
面
積
三
・
六
ha
地
域
別
に
は
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収稜した実農家数 148 

五 g 数 ＝ 三=I ！'数g：＇ | ' 
I 

ス 卜

野

ilii イ

こプ1 頃1 I | 

マ

耳
-/』“‘• 力 卜

ー駅 七九四m ’ ， I・ 租

゜
菜

そ 野

の
キ

他 ユ

の 頂 ウ

野 リ
菜

i 鉢 1E 
股 マ
家

五
物

舟 一/‘ 数 ス 菜

頬 ク メ

而
そ

花 面
メ

耳ヽ 木の ロ

゜
四

四 租 他 頚 四 駅 ソ

一ノ‘ 五 ロ

そ i そ

の

一 他

の 面 の ン
類

ヘ メ

四
ロ

他 訳 ン＇

9， ヽ

表
25

九
十
九
皇
町
に
お
け
る
施
設
園
芸
作
物
の
収
穫
曇
家
数
と
面
積

九
十
九
里
町
の

施
設
園
芸
概
要

而
積
は
、
次
表
の
通
り
で
あ
る
。

（表
25
参
照
）
。

山
武
四
・
三
ha
（
九
十
九
里
町

る
。
地
域
別
に
は

(2) 

.
』

9

,》

夏
秋
ト
マ
ト
は
一
九
六
二
年
（
昭
和
三
七
）
九
十
九
里
町
の
ス
イ
ー
ト
メ
ロ
ソ
後
作
と
し
て
渫
入
さ
れ
た
の
が
嘔
矢
で
あ

％
を
占
め
て
い
る
。

S.52. 2. I現在 （石団和編集より）

山
武
町
）
、
海
匝
一
・
九
ha
、
印
旗
一
・
七
ha
、
東
葛
一
・
五
ha
（
船
屈
市
）
（
表
24
参
照
）
。

九
十
九
里
町
役
出
産
梨
諜
石
柄
課
長
の
集
計
に
よ
る
と
本
町
施
設
園
芸
の
作
物
別
収
穫
煤
家
数
と
そ
の
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坑一節閏水飛と掘土

.10,000., 
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図29 施役園芸現況図 (S51-4. 1現在） 九十九里町基本計画より
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第二・存 気 候
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第一節 降水量と繹土

表26

項 目 年

月平的気益 ℃
 

A

B

C

 

15. 

15.と

16.7 

B最t5四月平均CL

日最紐温月平均CI 
A

B

C

 
A

B

C

 

JS.I 

2 1. | 

21.5 

12.0 
ll . ~I 

12.4 

B
 

照 時 rJI 

銚子と高知宮崎の気象的条件（その 1)

A＝銚子 B＝店知 C＝匹（1970--理科年1i引用）

地区 11月i2 i 3 i 4 | s I 6 | 7 I s I 9 | 10 | II I巴
I 5. 79 6. 01 8. 5・12. 91 6. 5 1 9. 4 23. 0 4. 9,22. 18. 13. 5 6. 4 

5 ] 6.31 9叶144:185h1 81257[6'23 :18 0 12 9 7 8 

i 6.7. 9 1 1.0 15. 2 1 9 1122. 5 26 5b6．ふ．918. ]1 3. 8 9. I 

I 9 7|9. 7:1 2 0} 1 61: 1 9 4|22. 2i25. 9ヤ79125.列20. 1 6 1 2 

1 1.4'12. 3 154 19.923.626. 1 29.7:31. 1 8. 6 .l19 14. I 

13 0;13 8|16 5!20年1i26.8!30.7i31 し，．0¢ IS]13.o 

; ］9 : i: ：1 : ：i:: ；I:；悶裏：；：：悶：Il:］ ； 4 
1. 2. 8'5. 9 1 0. 51 1 4. 71 1 9. 0123. 4 

1761 1541 165| 1“1 190! 160 1 1961 234'15 1 140 135 16 2,054 

悶：；：l悶：：：l悶：：：I口はI:］：：；1日：』：．：8

旦：尺Ii i i:： 1日：：I: 

{ ｛ 

A

B

C

 
天
匁
B
致
（
午
前
六
時
）

快

靖

悶

A

B

C

 
A

B

C

 

45 

52 

4 1 

ーニニ叩

ー＇ー
，

わ
ち
小
o
o納
駐
群
•
山
ノ
神
・
中
新
田
・
不
動

荘
群
。

,
1
,
 

2
 

~_
' 

8
閥
線
ニ
・
五
メ
ー
ト
ル
の
砂
堆
群
、
す
な

守
硲
舷
三
メ
ー
ト
ル
の
砂
堆
群
、
す
な
わ
ち

作

m群
・
南
北
新
田
・
北
増
・
下
貝
塚
群
。

③
守
邸
船
五
メ
ー
ト
ル
の
砂
堆
群
、
す
な
わ
ち

田
中
群
•
西
野
群
・
哀
亀
群
で
あ
る
。

的
な
地
域
）
は
次
の
地
域
に
集
約
さ
れ
る
。

る
。
分
布
上
の
ド
ミ
ナ
ソ
ト
エ
リ
ア
（
註
、
中
心

園
芸
ハ
ウ
ス
の
分
布
図
は
図

29
の
と
お
り
で
あ

九
年
ま
で
の
基
本
計
画
に
示
さ
れ
た
町
内
施
設

又
同
役
場

一
九
七
七
年
（
昭
和
五
二
）
よ
り
七

る
。 の

他
の
野
菜
が
一
、
二
五
四
叩
と
な
っ
て
い

が
八
八
八
叩
・
ス
イ
カ
が
一
、

そ

ス
ク
メ
ロ
ソ
が
九
0
七
叩
•
そ
の
他
の
メ
ロ

ン

一
五
二
叩
・
キ
ュ
ウ
リ
が

一
‘
―――
―二
八
叩
・
マ

戯
家
一
戸
当
り
の
面
甜
は
、
ト
マ
ト
が
一
、
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第二百 気 候

表27 鯰子と高知宮崎の気象的条件（その2) 野栄町資料

I'•—- lJ1：気温（匹）l伍水旦 ；最 iQ 多風向 寒mn数 ： m 積

●●ー・・ ．＿ー・ — ' 大• I --—吋
B l 1時ru1鼠 ．．

応最大 ＇ 速 I I. I I―― I..t: I..1:戸 iり！竺沿i

3~乱|〗|腐|it 
, 1 1 I I 
，茄知 ，38.4i -7.6_ 371, 107 

I I I 

I g 約三□三豆1124b 

の
よ
う
に
ハ
ウ
ス
内
の
湿
度
、
温
度
は
湘
水
施
設
、
暖
房
施
設
で
人
工
的
躙
節

そ
れ
で
は
本
町
の
気
象
条
件
と
施
設
固
芸
lnが
で
あ
る
高
知
、
宮
崎
両
県
と
比

日
照
時
問
は
極
め
て
少
な
い
、
ま
た
―
ニ
ー
＿
―
-
月
ま
で
の
月
平
均
気
温
は
七
・

二
℃
で
日
照
時
問
月
平
均
一
六
四
時
問
。
早
朝
快
硝
、
硝
日
数
六
一
日
と
少
な

く
施
設
栽
培
上
不
利
な
条
件
下
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
但
し
本
町
の
適
切
な
気

象
衣
料
が
な
い
の
で

一
九
七

0
年
（
昭
和
四
五
）
の
『
理
科
年
表
』
（
表
26
参
照
）

を
引
用
し
た
が
、
銚
子
と
本
町
で
多
少
の
差
違
は
あ
る
が
大
き
い
変
動
は
無
い

絞
す
る
と
、
表
切
（
そ
の

2
)
の
通
り
で
、
早
渕
快
硝
及
び
防
日
数
、
そ
れ
に

が
で
き
る
。

で
最
も
必
要
条
件
は
、

一
日
当
た
り
の
日
照
時
問
の
長
い
こ
と
で
あ
る
。
前
述

可
能
で
あ
る
た
め
硲
地
栽
培
に
比
し
て
概
ね
安
定
し
て
い
る
。
気
候
条
件
の
中

の
が
常
識
で
あ
る
。
施
設
園
芸
作
に
あ
っ
て
は
人
工
的
気
象
条
件
下
で
生
産
が

多
く
の
野
莱
作
は
天
候
の
影
唇
を
受
け
や
す
く
、
作
柄
が
大
幅
に
変
勁
す
る

や
下
回
っ
て
い
る
。

の
五
八
％
に
当
る
一
＿
一
八
五
ha
に
羽
入
さ
れ
、
山
武
郡
内
で
は
二
六
・
六
％
と
や

施
設
園
芸
晨
業

と
微
気
候
条
件

完
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
全
凩
的
に
見
る
と
ハ
ウ
ス
面
禎

倣
近
の
大
型
鉄
骨
ハ
ウ
ス
は
暖
房
お
よ
び
拙
水
施
設
が
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砕水翫と郷土

表28

前作

← 7.20 

定梢 ”一段収穫

6.20 

播種

夏秋トマトの殺植形慈図 品種

第一節

雷電

きゅうり

10月下旬

又ハ11月初旬

収匝ー終る

ー

Jri殷
林
部
農
業
改
良
課
主
任
農
靡
門
技
術
貝

ル
ッ
ク
ス

(lux)
必
要
で
あ
る
（
三
六
・
三
％
）
。

加
瀬
元
治
談
ー
ー

日
照
時
間
の
多
寡
は
曇
天
、
雨
天
が
問
凶
で
あ
る
。
但
し
昼
天
、
雨
天
の
た
め
日
照
時
問
が
直
接

ハ
ウ
ス
内
の
作
物
に
影
響
力
を
も
つ
の
は
枝
培
上
の
特
定
の
時
期
に
極
め
て
敏
慇
に
ひ
ぴ
く
の
で
あ

る
。
本
町
で
一
ハ
ウ
ス
の
伯
作
形
態
は
促
成
キ
ュ
ウ
リ
・
後
作
の
抑
成
卜
t

卜
が
中
心
的
作
物
で
あ

抑
成
ト
マ
ト
と
日
照
時
問

最
近
の
本
町
で
の
夏
秋
ト
マ
ト
は
抑
成
も
の
で
、
前
述
の
よ
う
に
一
九
六
二
年
（
昭
和
三
七
）
ス
イ

ー
ト
メ
ロ
ソ
の
後
作
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
栽
伯
方
法
は
表

28
に
示
し
た
通
り
品
種
「
宙
砲
」

の
定
植
期
は
七
月
二

0
日
前
後
で
、
こ
の
後
約
三
迎
問
前
後
の
ハ
ウ
ス
の
日
照
時
問
が
こ
の
一
作
の

(

1

)

 

か
ぎ
を
握
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
八
月
初
旬
の
日
中
の
敢
も
明
る
い
時
は
七
万
ル
ッ
ク
ス
（
七

0
キ
ロ
ル
ッ
ク
ス
）
で
研
天
で
あ
れ
ば
日
照
品
は
あ
り
あ
ま
る
く
ら
い
あ
る
。

ト
マ
ト
の
炭
酸
ガ
ス

(8)
の
と
り
こ
み
条
件
は
Cot
―
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
り
こ
む
光
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
二
、
五
四
五
3

必
要
で
あ

m
 

る
。
ト
マ
ト
の
最
大

co
吸
収
屈
に
必
要
な
ェ
ネ
ル
ギ
ー
は
三
、
八
二

0
J
照
度
は
二
四
、
八
一
―10

c
 

k
 

こ
の
定
植
後
曇
天
や
雨
の
た
め
日
照
が
不
足
す
る
と
「
庄
止
現
象
」
が
起
こ
る
。
幼
苗
二
葉
四
薬

の
時
期
、
す
で
に
第
一
段
第
二
段
の
花
芽
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
こ
の
時
期
に
こ
の
現
公
に
よ
っ

(1) る
の
で
、
こ
れ
に
関
し
て
二
三
検
討
を
加
え
て
見
た
い
。

も
の
と
し
て
判
断
し
た
い
。
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坑二汽 気 候

表30 促成キュウリの栽植図

I l 

i : 
10.20 11.20 

l 
12.10 
定打i

播種

②
促
成
キ
ュ
ウ
リ
と
日
照
時
問

の
を
次
に
紹
介
し
た
い
（
汲
33
お
照
）
。

光 3号P型

六
・
三
％
以
下
の
赤
伯
号
に
な
っ
た
。

30
穫

期

5
収

終

一
九
七
七
年
（
昭
和
五
二
）
の
八
月
は
太
平
洋
W
9

気
圧
の
勢
力
が
弱

日
照
は
北
海
近
の
一
部
を
除
き
全
般
的
に
少
く
、
東
日
本
で
は
述
日
秋

9
ん冥

期
に
似
た
絵
湿
な
日
が
続
い
た
。
今

「銚
子
及
び
勝
浦
両
測
候
所
気

雨
日
数
が
銚
子
で
一
九
日
勝
柿
で
ニ
―
日
、

日
照
率
は
銚
子
が
一
子
ハ
％
（
平
年
五
四
％
）
勝
捕
で
四
〇

％
（
平
年
五
五
％
）
。
降
水
面
を
見
る
と
表
29
の
通
り
で
平
年
の
倍
近
い
雨
が
あ
っ
た
。

ト
マ
ト
の
育
伯
期
に
当
た
る
八
月
記
録
的
な
長
雨
で
日
照
時
間
は
平
年
の
七

0
％
と
い
う
屎
常
気

象
は
低
段
花
房
の
花
灯
を
蕗
と
し
た
り
、
花
数
が
少
な
か
っ
た
。
こ
の
北
雨
で
七
万
ル
ッ
ク
ス
の
一
―
―

さ
て
日
照
平
の
不
足
に
伴
っ
て
前
述
の
よ
う
な
現
集
が
何
故
起
こ
る
の
か
育
苗
学
的
な
立
掲
か
ら

見
る
と
、
日
照
の
不
足
に
伴
っ
て
拍
物
体
の
同
化
作
用
の
低
下
の
た
め
浩
杭
さ
れ
た
Co
が
夜
温
に
降

下
し
な
い
と
（
雨
天
の
た
め
）
そ
の
た
め
cO
の
irl代
が
ア
ン
バ
ラ
ス
状
態
に
な
り
、
即
ち
栄
投
失
調
に

落
ち
入
る
た
め
あ
で
る
。
そ
れ
等
の
学
理
的
な
説
明
は
肌
促
業
改
良
課
加
瀬
技
師
の
研
究
さ
れ
た
も

-

)

）

I‘

計

一

平

年

量水
一

―

―

―

 

降月8

銚

子

二

四

五

g

-

＝
――――

年
一

叩

＿

：

―

-

―

-

七

七

一

―

六

万

2

9

-

表

．

片

貝

二

四

象
表
」
で
見
る
と
、
別
表
表
31
表
32
の
通
り
で
あ
っ
て
、
羹
天
及
び
降

く
、
上
句
か
ら
本
州
南
枠
に
前
線
が
下
り
月
末
ま
で
停
滞
、

て
栄
毀
不
足
の
状
態
に
な
る
。

J

の
た
め
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第一節店水ffl:と繹土

表31 銚子地方気象台気象表

I 9 7 7 -- llilf.15 2軍8月

•項
気饂 Ill 霞

平均 a多
0 * 鯰 平均le,..,. 天 只 ll 民．

゜
＊ 61'r- I邸r-

B‘ 平口公贔£ぺ 可’．已4DIlヽll!迂鳳刷 皇逗患阿
． 雹量，9り閲 1』 証 1
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-`•9 2 92 9 "匹|l9229996 9 3 

24 5 20.6 88 79 54 N 82 " 1.5 83 4.7 "III●lllft I鯖―"．

256 21.6 ~ 889 ~ 5 • 一 52 207~ 9.6 lヽヽ
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233 209 

889 1 
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第二 章気 候

表32 勝浦漏候所気象表

I 9 7 7 --言• 霞m52年8月

でa且. 
気量置震 平均 最多

最大
鵡 平均 a鼠 天気 II 況

平均〇裏最伍平 均 最 ヽr 鼠遠凰向
水 6,i.';- I瓢r

凰逗 鳳向 量 雲 量 " rAl ＂勁 景印9
I 26.3 297 23.7 79 64 32 S6胃 57 ss ... 4 3 120鴫 鴫

2 26.1 304 22.5 80 66 1 4 91NZ 28 盲8● 13 19 0... 疇

3 26.7 31S 22.8 77 6 4 21 "IIと 6ヽ I!: 5.0 12.S疇 鴫

2ヽ6.8 30.7 22.7 82 68 18 8 " 42 s 83 11., 11 •ーり疇

5 27.3 30.2 25.7 86 72 38 8 冒 67 ss'I' 17 I 1.5 .. •"々糟
6 27.5 315 24.7 7 4 49 23 N Z 54 N Z 5.7 ？．4 

"―"゚ ""々●
1 22.7 283 192 70 4 6 30 NNZ 73 II 87 39 鸞.,々疇 ••-"＂
8 24 0 2S8 20.7 88 84 29 8'I' 69:s冒 10 JO.O a1tn1. ！曇→SIll

9 24.7 267 216 89 79 4 2 S 冒 85 B ... 2.s ao I 3 円"9111"" 
JO 2ヽ 5 287 216 69 44 41 ’"": 67 N Z 0.5 6.3 901"―"1l II•V91fl 

上幻 1・25.--7 294 19 I 4.01マ ょ

22.7 '29 819 

11 214 249 l 9 4 85 76 43 N 98 ~ ' 2.0 e.1 .-2.8 量111~1 Aい9”’’
12 234 25.5 20.4 87 84 14 ESE 3ヽ s 0.0 I 0.0 0.2 ’々HI; •-"ttt 
13 2 ~ 6 286 21.6 89 72 21 NドE 62ドt1Z 14.0 I 0.0 0.9 9 - •"t m 

Iヽ 21.7 I 2 2.9 20.8 92 88 4 ~ NIIE 64 ~ E 29.5 10.0 m’ nI' 

I 5 223 244 20.5 90 8ヽ 着6 ， 
62 I " 12.0 I 0.0 04 町 l..,，，ill 

16 25.4 28S 2l3 92 81 27 91 Z 62 s 17.5 l 0.0 4. 4 ,ur.t. 
＂ 17 2S3 27.5 24.3 91 81 L54 66胃 0 4 s 245 JO.O aI lfl"”.. Illーり曇

18 249 27.5 217 91 83 ~ ~ ●S胃 12 S8冒 I 6.5 10.0 0.7 I!•)'心が 9Itim“” 

19 2 1.9 248 20.7 95 9 I 36 N 56 ~ E 匹 10.0 大11 0-.,HI 

20 221 25.5 20.4 85 71 27 llllz 4 5 N 9.3 2.7 II 0-•\nl 

庄ユi2 平2坦:21.旦3-t 1 
―2265--0 2 --

21.5 90 "i 碑 9.8 12.2`  
;。．8 81 69 3 4 NNと 57 N99E 60 9.3 6.1 渭塁It曇， ’●1負＊m

2l.7 20.4 91 78 60 N Z 84 :IIE 660 1 0.0 r.l -);ttl 

23 20.9 224 I 9.4 91 81 63 99 81 N 360 I 0.0 0.) ffill~. 11-•9HI 

2 4 21◄ 2 4. 5 1 9. 5 88 73 53 N 71 II 4.0 10.0 0.6 ,．”mIn"＂し
25 22.5 2S.6 20.5 89 73 38 NNと 58 " z 45 J0.0 2.s OIlnl R1110 

26 2 4 9 287 222 84 70 22 88と ~゜ E8E 0.0 )0.0 ◄.2. ·• 
27 25.3 285 217 77 67 16 8 36 s 2.0 11.2 1, 

＂ 28 246 286 21.0 18 61 1 6 N 4 1 • I: ao 11.1 •n 帽―".
29 219 27.6 19.5 17 64 21 NNと 4 6 Z 0.3 l22 ↑2鴫 快In

30 247 2&4 216 78 6．2 ． 
27 N 52 DIE 1.3 l l4 1負 囀

31 J_50 285 22.2 81 69 22 II Sヽ I!!NI!! 5.0 I 0.8'" 鵡

下匂 234 26.3 20.8 83 34 l 1165 6.6 7 0.8 

Jlll均 2 7. 2 216 84 33 NII置 ： llJS 7.S 1649 8閑寧 0ヽ11
24.1 

平年，25.4.21l8,22.9, 86 3 4. !I紐 ； s.7!2293! 平年値
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第一節 凶水豆と郷土

作
型
に
き
ま
る
が
最
近
の
傾
向
と
し
て

照

度

』

4
0
3
0
2
0
1
0
8
6
5
.4

3

 

二c
 

表33

4000 
3000 

2000 

炭酸ガス環境

1000 

Coz 
800 

渇
600 

l人/r 5001 --

ppm 400 
300 

200 

100 

2
 

加
温
促
成
と
呼
ば
れ
る
作
型
で
あ
る
。

5
 

6
 

7
 時 8 刻 ，

 

10 11 

ハウス内CO2収支項

柑1 物 9•f 吸 1 ~ 2 kg/lOOOm2 

1晩放出 1 ~ 3 kg/m2時吸収凪

土壌呼吸 0.2迎／l,OOOm'B炉

換 気 1回の換気で1327g C0'/1,000m' 

COtとりこみ条件

光 CO: 1kgとりこむ光エ ネルギーは 2,545KCal必要

トマトの蚊）.;CO,吸収品に必要なエ ネルギーは

3,820 KCal/m2分照度は 24,830lux必焚

co，涙邸 382 ppm 4.31 CO:mg/dm1時

561 5.46 

1028 6.33 

1936 8.80 

3323 7.65 

＊トマト 5-6秘Jり 15 Klux 28-10℃ 10日佑l

年
内
か
ら
越
年
し
て
収
穫
す
る
作
型
を
越
冬
果
莱
と
よ
ん
で
い
る
。
こ
の
作
型
は
後
期
加
温
す
る
と
こ
ろ
か
ら
加
温
抑
制
、

一
般
に
果
菜
類
の
値
段
を
概
観
す
る
と
十
一
月
か
ら
三
月
ま
で
が
硲
い
。
そ
こ
で
収
樅

の
中
心
を
こ
の
時
期
に
合
わ
せ
た
い
た
め
促
成
作
型
で
は
播
種
期
を
早
め
、
抑
制
作
型
で
は
逆
に
お
く
ら
せ
る
頻
向
が
こ
こ
数

年
続
い
て
い
る
。
そ
し
て
ハ
ウ
ス
作
付
体
系
の
な
か
で
、
ど
の
作
型
を
主
力
に
す
る
か
に
よ
っ
て
年
一
作
型
、
あ
る
い
は
年
ニ

ー
作
型
な
い
し
は
主
力
作
型
に
極
端
t

」
経
営
比
頂
を
か
け
る
と
い
う
似
向
が
見
ら
れ
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第二在気 候

表34 空気流動生育層上 0.6m内外／sec(30~40回／時換気）

空究湿度 65~80% 

25 温度

0

5

0

 

2

1

1

 

光
合
成
辿
度

5
『
dm
叶

菜と同化

. n 

‘‘ 
‘‘,y--、、、

C゚ ；／‘‘，， ヽ
，， ヽ

，， 

＇ 
／ 

、/ Cの 300o／ 500 

呼
命
時

20℃ 30℃ 
トマト菜il.l

CO2施用位 (10a当、時）

展l}り後日数60.OOOluxキュウリ

天侯と浚度 I吸収品／10a 生育時期 CO,l庖用凪 灯油使用位

0.3返 活沼後 0.93kg 0.372£ 

歴 天 0.5 生育期 1.13 0.452 

500ppm 1.0 収股期収穫後期 l.63 0.652 

J.5 収穫前期 2. 13 0.852 

1. o 活沼後 3.88 1.552 

U I'i・ 天
1.5 生 ff 期 4.38 1.752 

lOOOppm 2.0 収殿半月前i 4.88 1.952 

2.5 収桜始収穫後期 5.38 2.152 

3.0 収樅・,前後 5.88 2.352 

千第県戯林部屈架改良謀

主任tt築WI"]技術貝 加瀬元治の論

文より

CO2浪度および光の弥さと野菜の

．策の同化iit図中の数字は光の弥さ

-IO'erg/sec. cm• 
GASSTRA 1959 
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第一節 降水豆と郷土

表35

片

貝

℃
 

ニ四．

o

℃
 

一
八
•
三

る
。
九
十
九
里
地
域
の
促
成
「
キ
ュ
ウ
リ
」
が
こ
の
例
を
代
表
す
る
。
営
通
は
播
柚
期
が
十
一
月
下
句
で
あ
っ
た
の
が
毎
年
播

種
期
が
早
ま
り
、
表
30
に
示
す
と
お
り
、
十
月
中
下
句
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
品
種
は
「
光
一
＿
一号

p
型
」
「
黄
金
」
で
あ
る
。
十

月
上
旬
よ
り
早
く
播
種
す
る
と
収
穫
期
の
関
係
か
ら
抑
制
ト
マ
ト
と
の
述
作
か
ら
離
れ
て
促
成
「
キ
ュ
ウ
リ
」

向
が
目
だ
っ
て
い
る
。
去
冬
の
気
象
推
移
を
み
る
と
、
表
35
の
と
お
り
で
平
年
よ
り
平
均
気
混
が
麻
く
異
常
気
象
で
あ
っ
た
。

一
月
の
最
低
気
温
か

0
度
以
下
の
日
は
片
貝
で
一
七
日
で
、
そ
れ
も
一
月
―
―
日
の

0
度
以
下
四
・
_
＿
一
度
の
一
日
の
み
そ
の
外

の
日
は

0
度
l
以
下
一
度
の
問
で
匝
冬
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
「
キ
ュ
ウ
リ
」
で
は
成
り
づ
か
れ
現
象
が
起
き
て
主
枝
ビ
ソ
チ
後

の
主
枝
店
果
数
が
少
な
く
な
っ
た
。
ま
た
年
内
に
生
育
が
進
み
根
群
分
布
が
浅
く
な
り
、
こ
の
た
め
五
月
以
降
の
木
の
上
が
り

促
成
キ
ュ
ウ
リ
の

―
一
月
の
曇
天
、
降
雨
は
低
温
、
日
照
時
問
の
減
少
が
一
作
に
重
吸
な
要
因
と
な
る
。
去
秋
―
一
月
の
勝

浦
測
候
所
の
気
象
年
表
に
よ
る
と
日
照
時
問
ニ
―
―
七
・
九h
に
同
率
四
五
％
、
銚
子
で
ー
ニ
ニ
・
六
h
•

同
率
四
0
％
と
平
年

並
み
で
あ
っ
た
。

施
設
内
に
栽
培
さ
れ
る
「
キ
ュ
ウ
リ
」
の
光
の
強
さ
と
光
合
成
の
関
係
は
十
分
な
光
合
成
を
行
わ
せ
る
に
は
、

0
1五
0
，
以
上
の
光
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
晩
秋
か
ら
早
春
に
か
け
て
園
芸
用
の
各
種
施
設
内
で
は
、
こ
の
照
度
の
半
分

に
も
達
し
な
い
場
合
が
多
い
。
特
に
曇
天
・
雨
天
の
場
合
は
ハ
ウ
ス
内
の
採
光
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九
月
平
均
気
温

十
月
平
均
気
温

十
一
月
平
均
気
温

一四
・八℃一

十
二
月
平
均
気
匡

八
・
ニ
」
竺
心

が
早
く
な
っ
て
い
る
。

お
よ
そ
四

一
作
に
す
る
煩
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第二汽 気 候

が
増
大
す
る
こ
と
を
判
明
し
た
。

な
る
、
特
に
熟
源
に
醸
熱
を
用
い
た
施
設
で
は
著
し
く
高
い
水
準
に
達
す
る
と
い
う
。
と
こ
る
が
日
の
出
後
作
物
の
光
合
成
が

始
ま
る
と
Co
が
作
物
体
に
吸
収
さ
れ
る
た
め
、
室
内
の

g
涙
度
は
次
第
に
低
下
す
る
。
換
気
さ
れ
る
ま
で
の
二

l
-―一時
問
で
一

(

2

)

 

0
0
p
Mを
下
回
る
ほ
ど
に
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
窓
の
開
放
し
て
換
気
が
大
切
な
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
夜
問
の
CO
の
漏
す
ぎ

る
た
め
の
応
宮
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
日
の
出
後
の
Co
浪
度
の
低
下
に
よ
る
光
合
成
の
阻
害
が
注
目
さ
れ
、
暴
天
、
雨
天
の

た
め
不
足
す
る
光
合
成
は
瓜
要
な
要
因
で
あ
る
。
表
34
は
Co
浪
度
と
光
の
強
さ
と
野
菜
の
同
化
批
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

ガ
ス
ク
ア
ー
の
調
査
に
よ
れ
ば
ニ
ー
ー
ニ
四
℃
の
条
件
で
光
の
強
さ
と
Co
浚
度
を
変
え
て
野
菜
の
光
合
成
を
測
定
し
た
、
全
般

的
に
光
が
強
い
ほ
ど
ま
た
Co
が
窃
い
ほ
ど
同
化
羹
は
大
き
く
「
キ
ュ
ウ
リ
」
で
は
光
さ
え
十
分
あ
れ
ば
Co
一
五
％
ま
で
光
合
成

表36CO：濃度および光の強さと野菜

の葉の同化量図中の数字は光の

強さー10'erg/sec・cm: 

リウユキr
 

2
0
0
1
0
0
 

(
』
―

-
・
t
6
/
'0::>,
1112)'i!i':l)
匡

2. 7 

゜
0.05 0.10 

CO,% 
0. 15 • 

ハ
ウ
ス
は
密
閉
さ
れ
て
い
る
場
合
大
気
と
の
ガ
ス
交
換
が
制
限
さ
れ
る
た

め
、
内
部
の
ガ
ス
組
成
は
大
気
の
そ
れ
と
か
な
り
違
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
作

物
の
生
育
に
彬
闊
す
る
の
で
あ
る
。
大
気
中
に
は
通
常
約

0・
0
1＝
％
の
炭

酸
ガ
ス

(Col)
が
含
ま
れ
柏
物
の
光
合
成
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
砧
天
日
の

日
中
に
は
植
物
の
光
合
成
が
盛
ん
に
な
る
た
め
、

＂四
地
の
圃
場
で
も
作
物
群

落
の
葉
囲
内
の
空
気
中
の
Co
濃
度
は

0
・
0
1
=％
よ
り
若
干
低
く
な
る
こ
と

が
あ
る
が
、
夜
間
は
呼
出
｀
、
に
よ
っ
て
も
と
の
水
辿
に
回
復
す
る
。
園
芸
用

保
温
施
設
で
は
有
機
物
を
多
用
す
る
例
が
多
く
裁
植
密
度
も
古四
い
の
で
夜
問

密
閉
状
態
に
お
い
た
場
合
は
、
そ
の
内
部
に
Co
が
若
即
し
、
か
な
り
麻
濃
度
に
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第二節 気温と郷土

参
考
文
献

清

水

茂

J

と
に
注
意
し
た
い
。

銚
子
地
方
気
象
台

市

川

他

夫

大

後

美

保 主
と
し
て
容

81
に
つ
い
て
用
い
る

百
万
分
率

（
古
川
力
）

何
に
し
て
も
「
キ
ュ
ウ
リ
」
栽
植
中
の
光
の
強
さ
坤
ち
暴
天
雨
天
の
原
と
防
天
で
は
築
面
の
同
化
娯
cO
の
浪
度
に
密
接
な
関

係
が
あ
り
、

ひ
い
て
は
収
品
に
大
き
な
影
咽
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

施
設
固
芸
に
は
そ
の
成
果
を
得
る
た
め
の
フ
ァ
ク
ク
ー
は
紐
々
あ
る
が
、
そ
の
中
で
「
ト
マ
ト
」
「
キ
ュ
ウ
リ
」
の
栽
拙
と

徴
気
候
変
因
で
あ
る
雨
天
の
際
の
光
合
成
の
不
足
が
Co
濃
度
に
強
い
関
係
が
あ
り
、
そ
れ
が
生
打
を
左
右
す
る
一
要
因
で
あ
る

註
(
1
)

ル
ッ
ク
ス

(tux
ラ
テ
ソ
）
照
度
の
単
位
一
カ
ソ
デ
ヲ
の
光
度
の
光
源
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
あ
る
光
剥
に
爵
直
な
表
而
の
照

し
ヽ
＜

度
ル
ッ
ク
ス
ノ
ー
ト
ル
燭
光
記
号
LX

(
2
)
p
p
M
(
P
a
r
t
s
 per. 
million)
百
万
分
の
幾
つ
に
当
る
か
を
示
す
語

施
設
園
芸
の
基
礎
技
術

誠
文
堂
新
光
社

昭
、
四
七

千
葉
只
農
林
部
千
葉
虹
の
野
菜
園
芸
の
動
き
昭
、
四
九

野
栄
町
園
芸
出
荷
組
合
施
設
幽
芸
一

0
年
の
歩
み
昭
、
五
二

加
瀬
元
治
千
莞
貼
屁
梨
改
良
課
研
究
報
告
昭
、
五
一
l-

石

橋

和

九

十

九

里

町

産

某

諜

報

告

昭

、

五

ー

―

―

銚

子

地

方

気

象

台

千

葉

県

気

象

年

報

昭

、

五

ニ

九

十

九

里

町

九
十
九
里
町
甚
本
計
画
（
昭
52ー

54)

昭
、
五
ニ

千
莞
黙
農
林
部
園
姦
課
千
第
貼
園
芸
の
生
産
と
流
通
昭
、
五
二

千
朝
の
園
送
第
三
〇
巷
第
一―
-g
昭
、
五
三

千
菊
県
気
象

月

報

昭

、

五

一

l-

日
本
の
園
芸
此
某

地
理
月
報
昭
、
四
七

氏
梨
気
象
通

論

孜

竪
我

昭、

二
七
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第二窟

岸
地
域
と
い
っ
て
も
、
冬
の
日
本
海
沿
岸
の
よ
う
に

ぺ
る
と
椋
し
い
事
も
確
か
で
あ
る
。
実
際
、
同
じ
海

強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
夏
は
他
の
地
域
と
比

気 候

実
を
む
す
ぷ
」
な
ど
と
、
軒
ら
「
温
暖
な
気
候
」
が

「
冬
の
さ
中
に
メ
0

ソ
が
咲
い
て
、
春
も
ま
た
ず
に

十
九
里
音
頭
」
の
一
節
に
も
「
東
洋
の
マ
イ
ア

、‘、
」、

が
盛
ん
で
あ
る
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
九

二
六
分
に
位
匹
し
、
「
温
暖
な
地
域
で
、

施
設
園
芸

九
里
町
は
、
北
緯
三
五
度
三
二
分
・
東
経
一
四

0
度

さ
て
、
そ
の
千
葉
県
の
太
平
洋
沿
岸
に
あ
る
九
十

的
奢
く
も
な
く
、
寒
く
も
な
く
、
温
暖
な
地
域
と
し

(

1

)

 

て
知
ら
れ
て
い
る
。

.' •J•<f (11110ス 1』••)

l 
・ 日本におけるケッベンの

戸 ll6i 気候区 I:22500000. 

”¥ 
上＂躙 CIo;：そ9碩氾氾口0'(呂ェむい国［

99 1日沿塩霜□E9 延I、鳥·-9•t
;．9,"． o伍巨`•:i;芦．｀丙．；；

図30 「撰準iii算地図」世界の気候区と濤流
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郷
土
の
気
温

気
候
と
そ
れ
以
外
の
温
帯
多
雨
夏
硲
温
気
候
に
二
大
別
さ
れ
る
（
図
30)。
そ
の
中
で
も
千
葉
原
は
比
較

日
本
の
気
候
は
「
ケ

ッペ

ソ
の
気
候
区
分
」
に
よ
る
と
、
北
海
追
と
東
北
及
び
中
央
山
岳
地
術
の
亜
寒
帯

第
二
節

気
温
と
郷
土



坑二節気温と郷土

表37 九十九里町と同霞度に位置する日本各地の最高気温の対比表（℃）

; 、［」 11+1、1□1]叶， 110い！ 121平均

九十 九 里 10.2il0.2/12. 5!17. 9;21.6.23.6;27. 9:30.1126. 5!21. 2!16.Bjll.8j 19. 

銚
I呵 I P 1 |  1 1| 

： 且且芸琴器翠旦蕊逢！i：喜且；
表38 九十九里町と同ほ度に位置する日本の各地最低気温の対比表（℃）

地域 I I 
~1101111 12 I平均

九十 九 里 一 0. o.4| 2. 3 9，叶13.2117. 1 20. 421. 

銚子 1.61 2.2! 5.lllO.Oil4.0il7.ll20.7i22.Si20.7ll5.5ll0.2l 4.311..・

東 京ー 04 0 41 35 9 1114 0118 022 123]19 7113 5 7 7 2 311 1 

: : -： ！―: :1 :，: :：：鸞富：！：；悶：1：：： ； ]—; ＼: : 
衷 1、2とも九十九里 (hサi)1:t1971~1975の平均(“0千槃限気象月輯」銚子気象台編梨）。

銚子以下1:t1941~1970の平均（rfi（東京天文台旧纂 「理科年去」 1978)より、九十九m（片只）

北緯お゚ 32'、銚子35°43'、東京35゚41'、甲府35゚40'、敦伐35°39'
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第二章 気

表40

候

千葉県内の最高気温の対比表（℃) 千葉県気象年表

銚子地方気象台 1971-1975 

年 製＼灰 い 1成東l;}日市i銚子 I一宮 1勝浦1野田 1佐倉い1千葉

1971（昭46) 18.8 18.9I '19.1 18.2 19.6 18.6 18.9 19.4 19.2 18.0 

1972（昭47) 19.7 19.6 20.0 18.9 20.3 19.3 19.8 20.3 19.8 19.7 

1973（昭48) 19.6 19.3 19.4 18.4 19.9 19.1 19.8 19.8 20. l 19.3 

1974（昭49) 18.9 18.6 18.2 17.4 19.1 18.6 18.9 19.0 19.4 18.4 

1975（昭50) 19. l 18.8 1 8. 4 1 7. 8 19.2 18.9 19.5 19.2 19.7 18.8 

平 均 19.2 19.0 19.0 18.l 19.6 18.9 19.3 19.5 19.6 19.0 

表41 千葉県内の最低気温の対比表（℃) 千葉県気象年表

錢子地方気象台 1971~1975

~I片只 1 成束 |i} 日市1 銚子 1 一宮 町 II野IIJI佐倉I牛久 千葉

1971（昭46) 10.0 9.9 10.5 12.0 10.1 11.9 9.3 10.4 9.6 11.3 

1972（昭47) 10.9 10.7 1 1. 3 12.7 10.9 12.7 10.1 10.7 IO.I 12.0 

1'373（昭48) 10.4 10.6 10.7 12.0 10.6 12.2 9.5 10.1 14.3 11.8 

1974（昭49) 10.3 10.7 10.8 11.7 10.6 12.1 9.6 10.2 9.9 11.5 

1975（昭50)I 10.4 10.4 10.6 12.2 10.7 11.9 9.7 9.8 9.4 11.8 

平均 10.4 10.4 10.7 12.1 10.5 12.1 9.6 10.2 10.6 11.6 

ぽ
同
緯
度
に
位
駐
す
る
日
本
各
地
（
銚
子

て
い
き
た
い
。
表
22
は
九
十
九
里
町
と
ほ

11
ー

の
よ
う
な
形
で
示
さ
れ
て
い
る
の
か
、
見

で
は
、
「
夏
涼
・

冬
暖
」

が

実
際
に
ど

う゚
黒
潮
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ

九
里
町
が
「
海
洋
性
気
候
」
つ
ま
り
暖
流

く
、
夏
涼
し
い
」
と
い
う
現
象
は
、
九
十

っ
て
く
る
こ
と
に
気
付
く
。
こ
の
「
冬
暖

向
か
っ
て
行
く
と
、

急
に
凪
が
涼
し
く
な

く
、
夏
に
は
暑
い
さ
中
東
金
か
ら
海
岸
に

で
も
、
九
十
九
里
町
で
は
雨
の
場
合
が
多

千
葉
や
東
金
地
域
で
雪
が
降
っ
て
い
る
時

た
身
さ
も
な
い
。
身
近
な
所
で
は
、
冬
に

阪
・

京
都
の
よ
う
に

「
う
だ
る
」
と
い

っ

言
で
は
な
い
し
、
ま
た
夏
に
は
東
京

・
大

氷
酋
の
降
る
光
尿
は
皆
無
と
苫

っ
て
も
過



第二節 気温と郷土

図31 県内気温分布図（℃） S.50. 1 

（銚子気象台縞集「千葉県気象日報」 1975)

一
九
七
三
年
（
昭
和
四
八
）
ー
六
・
ニ
℃
、

一
九

で
は

一
九
七
一
年
（
昭
和
四
六
）
—
四
•
五
℃
、

し
、
敢
寒
月
は
一
、
二
両
月
で
あ
る
が
、
表
31

最
暖
月
は
八
月
で
平
均
値

二
六
．

0
℃

を

示

も
寒
い
月
を
最
寒
月
と
呼
ん
で
い
る
。
本
町
の

均
気
温
の
敢
も
砧
い
月
を
巌
暖
月
と
呼
び
、
最

く
、
甲
府
・
敦
代
よ
り
や
や
府
い
。
各
月
の
平

℃
（
表
3
9
）
で
あ
り
、
銚
子
や
東
京
よ
り
や
や
低

本
町
の
年
間
の
平
均
気
混
は

一
四
℃

l
―
五

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

q.5 

J

れ
は
、
本
町
が
他
地
域

東
京
・
甲
府
・
敦
賀
）
の
月
別
の
敢
高
•
最
低
の
気
温
表
で
あ
る
。
本
町
と
比
ぺ
る
と
、
銚
子
を
除
い
て
東
京
・
甲
府
・
敦
賀
は

最
高
•
最
低
気
温
と
も
平
均
し
て
、
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
月
(
―
一
月
1

二
、
三
月
）
は
、
低
く
、
（
高
ー
牧
双
六
、
九
℃
ー
甲
府

一
六
、
四
℃
）
（
低
ー
甲
府
氷
点
下
四
・
一
℃

1
七
・
七
℃
）
、
春
か
ら
冬
に
か
け
て
の
月
（
四
月
1
-
0月
）
は
逆
に
麻
く
（
高
ー
敦

賀
ニ
ハ
・
八
℃
1

東
京
の
一
＿
二
．0
℃
）
（
低
ー
甲
府
六
•
六
℃
1

東
京
ニ
―
―-•
五
℃
）
と
な
っ
て
い
る
（
表
3
7
.
3
8
.
3
9
参
照
）
。

見
方
を
変
え
れ
ば
、
東
京
・
甲
府
・
敦
賀
は
寒
暑
の
幅
が
大
き
く
、
九
十
九
里
町
は
寒
身
の
幅
が
小
さ
い
と

言
え
る
（
気
温

•3
93 

の
年
較
芸
と
い
う
）
。

と
比
ぺ
て
し
の
ぎ
や
す
く
、

「
海
洋
性
気
候
」
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最
寒
月
が
一
月
な
の
で
、

気 候

は
、
片
貝
は
一
0
•
四
℃
で
あ
り
、
野
田
（
九
・
六
℃
）
、
佐
倉(
1
0・
ニ
℃
）
が
や
や
低
い
。
こ
れ
か
ら
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

九
十
九
里
町
（
片
貝
）
の
面
岸
地
域
は
内
陸
部
の
地
域
よ
り
年
校
庄
が
少
な
い
。
つ
ま
り
、
忍
さ
寒
さ
が
激
し
く
な
い
。
そ
れ
を

一
屑
明
白
に
示
し
た
の
が
、
図
30
、
31
の
原
内
気
温
分
布
図
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
九
十
九
里
町
の
最
暖
月
が
八
月
、

九
十
九
里
町
で
あ
り
、

一
九
七
五
年
（
昭
和
五

0
)
の
一
月
と
八
月
の
県
内
気
温
分
布
図
を
あ
げ
た
。

0
0四
と
い
う
番
秀
は

成
東

(
O
O
-―
-
）
・
八
日
市
出(
O
O二
）
．
銚
子
(
O
O
-）
・
一
宮
(
0
0五
）
．
勝
n
n
(
0
0六
）
•
野

,q 

ぶ存品吼ふ
-;;o.o 

ぅ1),0

28.5 

が0・6

図32 県内気温分布図 （℃） S.so. 8 

（銚子気象台縞集「千葉県気象月報」 1975)

一
ハ
℃
）
が
や
や
尚
い
。
殴
低
気
温

の
平
均
で

℃
)
、
佐
倉
（
一
九
•
五
℃
）
、

一
九
・
ニ
℃
で
あ
り
、
内
陸
部
の
野
田
(
-
九
・

牛
久
（
一
九
・

41
で
あ
る
。
最
麻
気
温
の
平
均
で
は
、
片
貝
は

敢
高
と
蚊
低
の
気
湿
を
示
し
た
の
が
、
表
40

町
の
あ
る
油
岸
部
と
、
内
陸
部
の
地
域
と
の
、

う
か
と
い
う
と
、
限
内
の
諸
地
域
を
九
十
九
里

さ
て
、
千
策
tnが
内
の
諸
地
域
と
の
対
比
は
ど

寒
月
は
、

℃
が
二
月
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
町
の
設

(
2
)
 

一
月
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
月
で
、

一
九
七
二
年
（
昭
和
四
七
）
ー
五
•
五

七
四
年
（
昭
和
四
九
）
ー
三
・
ニ
℃
の
三
か
年
が

113 



第二節 気温と繹土

田

(
Oニ
―
)
•
佐
倉
(
0二
四
）
・
牛
久
（O
-
八
）
・
千
葉
（0

-
九
）
で
あ
る
。

温
暖
な
千
葉
県
で
は
、
こ
こ
数
年
来
施
設
園
芸
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
、
次
の

「
一
九
七
五
年
股
業
七

す
る
と
、
農
家
数
で
は
八
・
三
三
％
減
少
」
し
て
い
る
も
の
の
「
施
設
面
租

(

3

)

 

は
五

0
・
O三
％
、
収
穫
延
ぺ
面
梱
は
七
三
・
三
六
％
咽
加
し
て
い
る
。
」

施
設
園
芸
が
こ
れ
ほ
ど
も
て
は
や
さ
れ
る
の
は
、
他
の
要
因
も
か
な
り
影
響

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
温
暖
な
気
候
が
施
設
園
芸
に
向
い
て
い
る
と
い

本
町
も
そ
の
例
に
漏
れ
ず
、
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
・
ガ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
が
所
々

で
は
、
次
に
本
町
の
施
没
涸
芸
を
具
体
的
に
見
て
行
き
た
い
。
作
物
の
構

成
を
耕
作
面
租
で
み
る
と
、
全
面
栢
二

0
九
九
ア
ー
ル
の
内
、

ト
マ
ト

一
六

八
八
ア
ー
ル
、
き
ゅ
う
り
一

0
三
六
ア
ー
ル
で
、
そ
れ
ぞ
れ
四
六
•
四
．
ハ
ー

セ
ソ
ト
、
三
四
•
六
．
ハ
ー
セ
ソ
ト
と
な
り
、
七一
バ
ー
七

ソ
ト
を
ト
マ
ト
・

き
ゅ
う
り
で
占
め
て
い
る
（
去
42
な
照
）
。
こ
れ
は
、
限
全
体
の
構
成
比
「
ト

に
見
受
け
ら
れ
る
（
写
1
1
参
照
）
。

う
平
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

施
設
國
芸
の
施
設
の
あ
る
低
家
数
と
施
設
面
秘
を
「
昭
和
四
五
年
と
比
較

獨
土
の
気
温

と
施
設
園
芸

ン
サ
ス
結
果
概
痰
」
の
説
明
で
、
明
ら
か
で
あ
る
。

写11 本陸寺北地先のピニールハウス群 s.s2.10

古川撮影

部
に
な
る
程
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
良
く
示
さ
れ
て
い
る
。

一
月
は
内
陸
部
に
な
る
程
低
く
、
八
月
は
内
陸

114 
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る。

の
方
が
分
か
り
や
す
い
。
次
に
紹
介
す
る
記
録
は
、
今
か
ら
百
二
、

(

5

)

 

三

0
年
前
に
、
江
戸
末
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
因
か
れ
た
「
殷
粟
日
記
」
も
し
く
は
「
伽
忘
録
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
毎
日
の

天
候
状
態
ー
凪
向
・
雨
・
暴
・
店
な
ど
が
、
こ
と
こ
ま
か
く
記
さ
れ
て
お
り
、
往
時
の
本
町
の
天
気
が
手
に
と
る
よ
う
に
分
か

一
月
か
ら
―
二
月
ま
で
駅
を
お
っ
て
紹
介
し
た
い
（
日
付
は
原
文
の
ま
ま
。
文
末
に
太
阻
魁
の
日
付
を
示
し
た
。
）
。

安
政
六
r」
＊
年

正
月
元
日
lp
な
ら
し
風
極
研
天
引
戎
・
ル
、
夜
入
四
ッ
時
よ
り
俎
ル

二
日
西
北
凪
伍
ル
朝
六
ツ
時
よ
り
霰
降
る
穴
・
ル
、
又
舌
二
成
又
霰
―
一
成
(
-
八
五
九
、
二
、
三
•
四
）

慶
応
四
戌
辰
年

二
月
十
七
日
北
北
問
方
風
大
イ
ニ
さ
む
し
雨
協
て
夜
入
て
も
面
降
て
さ
む
し
廿
七
日
巳
な
ら
い
風
倅
極
防
天
霜
大
イ
ニ
降
て
さ
む
し
、
五
ッ

時
七
月
廿
八
日
丑
辰
巳
凪

m天
然
し
夜
入
て
も
駅
天
廿
九
日
寅
辰
已
風
硝
天
然
し
夜
入
て
も
砧
天
（
一
八
五
四
、
八
、
ニ
ー
・
ニ
ニ
）

安
政
二
乙
卯
年

八
月
朔
El
卯
辰
巳
風
ItJ
叫
七
ッ
時
項
大
雨
砕
ル
六
ツ
時
止
ム
又
時
々
降
ル
四
ッ
時
よ
り
北
風
―
一
成
夜
入
て
も
同
鼠
必
ル
涼
し
き
、
五
日
末
北

表位 九十九里町の施餃園芸 (1975)

I 項 目 戸 致 1面積(a)

ピニール 9 ウヽス 154 7,070 

ガラ ス室 7 29 

卜 マ 卜 137 1, 388 

きゆう り 103 1,036 

な す 12 142 

ビーマ ン' 2 

す し、 か 5 33 
マスクメロ・ノ 10 65 
て呵 の 他 4 326 

千案只企西部伏計況

「1975年R究センサス結果既荻」より

0 面積は a（アール）、一ば均在対象が

少ないため数値を示している。

私
達
は
す
ぐ
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
体
で
感
じ
る
丹
さ
寒
さ

古
記
錢
に
し
る
さ

れ
た
本
町
の
気
候

い
の
か
、
気
温
の
数
値
で
示
さ
れ
て
も
、

ど
の
く
ら
い
易
い
の
か
、
ど
の
く
ら
い
寒

設
園
芸
が
増
加
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

マ
ト
三O

·

―
―-％
、
き
ょ
う
り
二
八
•
-
＝
％
」
よ
り
も
大
き
い
比
率

る
。
詳
細
は
別
の
稿
に
旅
り
た
い
が
、
温
暖
な
本
町
で
は
、
今
後
施

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
注
目
す
べ
き
も
の
に
マ
ス
ク

ノ
ロ
ソ
が
あ
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―
―
•
一
五
）

風
防
天
朝
寒
し
、
日
中
も
涼
し
き
四
ツ
半
時
よ
り
災
少
々
出
ル
夜
入
埒
ル
（
一
八
五
五
、
九
、

安
仕
竺
丙
反
年

九
月
四
日
午
北
風
雨
比
さ
む
し
、
四
ッ
時
よ
り
さ
ん
か
ち
風
二
成
九
ッ
半
時
よ
り
北
凪
ー
ー
成
夜
入
て
雨
止
ム
晦
日
申
な
ら
い
風
さ
む
し
少

々
公
出
ル
五
ツ
半
時
よ
り
極
研
天
一
一
成
ル
版
気
夜
入
て
も
極
砧
天
さ
む
し
(
-
八
五
六
、
一
〇
、
ニ
・
ニ
八
）

慶
応
元
己
丑
年

十
月
朔
日
辰
な
ら
い
風
極
防
天
静
、
夜
入
て
も
同
断
寒
ル
ニ
日
巳
な
ら
い
風
極
防
天
四
ッ
時
よ
り
北
凪
二
成
弥
く
吹
大
イ
ニ
さ
む
し
夜
入

り
て
も
極
防
天
さ
む
し
始
て
面
応
る
（
一
八
六
五
‘
―
-
、
一
八
・
一
九
）

安
政
二
乙
卯
年

十
一
月
九
日
辰
な
ら
い
風
研
天
寒
し
、
夜
入
て
も
砧
天
十
B
巳
な
ら
い
凪
氷
張
研
天
五
ッ
時
よ
り
曇
ル
、
又
九
ッ
時
よ
り
耕
天
二
成
夜
入

極
閉
天
（
一
八
五
五
‘
―
二
、
一
七
•
一
八
）

よ
り
大
イ
ニ
暖
気
に
成
、
夜
入
四
ッ
時
よ
り
曇
ル
暖
気
(
-
八
六
七
、
三
‘
1
0
・
ニ
0
)

慶
応
四
戌
反
年

三
月
四
日
子
八

□之
始
北
風
雨
降
さ
む
し
、
九
ッ
時
よ
り
雨
止
ム
北
風
か
な
り
吹
き
さ
む
し
、
夜
入
り
又
雨
降
り
て
大
イ
ニ
さ
む
し

五
日
丑
北
風
雨
伍
り
て
さ
む
し
夜
入
止
ム
静
＿
一
成
（
一
八
六
七
、
三
、
二
七
・
ニ
八
）

安
政
六
己
未
年

四
月
六
日
午
東
風
曇
ル
さ
む
し
、
荘
六
ツ
時
よ
り
雨
降
出
し
夜
入
止
，
二
曇
ル
、
九
日
内
な
ら
い
風
極
防
天
さ
む
し
、
四
ッ
半
時
よ
り
束
風
―
-

成
夜
入
曇
ル
(
-
八
五
九
、
五
、
八
・
一
ー
）

安
政
六
己
未
年

五
月
廿
一
ー
一日
辰
北
凪
研
ル
、
尤
尖
所
々
二
有
候
得
共
精
ル
方
多
く
硝
天
九
ッ
時
よ
り
東
凪
＿
一
成
り
弥
く
吹
く
夜
に
入
り
消
二
成
函
さ
む
し

廿
九
B
戊
展
己
風
暴
ル
涼
し
き
夜
に
入
り
雨
伍
ル
（
一
八
五
九
、
六
、
二
三
・
ニ
九
）

安
政
元
甲
寅
年

六
月
九
日
子
束
凪
静
二
吹
揖
ル
夜
入
り
て

t
曇

ル

十

H
丑
巳
風
奨
ル
も
っ
と
も
九
ッ
時
頃
ハ
悶
時
も
こ
れ
あ
り
あ
っ
し
、
八
ッ
時
頃
よ
り

雨
伍
出
し
も
っ
と
も
小
雨
也
七
ッ
時
頃
止
ム
(
-
八
五
四
、
七
、
i

-1
•
四
）
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t-・―― 

安
政
西
中
火
年

安
政
―
―
西
辰
年

辰
十
二
月
薄
氷
張
、
朔
日
申
三
か
ち
凪
研
天
寒
ル
四
ツ
時
よ
り
南
風
二
成
公
出
ル
か
な
り
吹
夕
方
二
静
二
成
、
持
雨
降
ル
夜
入
り
三
か
ち
凪

ニ
成
か
な
り
吹
極
研
天
さ
む
し
四
日
亥
な
ら
い
風
lti寒
く
て
極
硝
天
静
成
後
大
冗
此
る
四
ッ
時
よ
り
南
凪
二
成
リ
販
気
ク
七
ッ
時
西
風
―
-

成
る
夜
入
て
も
極
岱
天
＂
（
一
八
五
六
‘
―
二
、
二
七
・
三

0
)

以
上
、
毎
月
二
日
ず
つ
抄
出
し
た
が
、
概
し
て
「
暖
気
・
寒
気
」
は
風
の
影
靱
が
か
な
り
あ
る
と
い
え
る
。
記
事
中
、
風
の

表
43

「
備
忘
録
」
に
み
え
る
郷
土
の
気
候

l
'ー
ー
一
吋
叫
叫

年

月

日

年

月

日

!
：1
|
1
1
・一ー
！
！
：i

慶
応
g
_
-
・
-
K
-^
｛
七
．

r
-

・一
d

―-・――七

h-
・
―10
 

氾

〕
四
ッ
時
よ
り
極
（
防
天
）
に
成
さ
む
し
、
夜
入
静

廿
六
日
辰
北
凪

□〔

ニ
成
極
砧
天
さ
む
し
、

廿
七
日
巳
な
ら
い
凪
け
極
閉
天

m大
い
に
凶
而
さ
む
し
、
五
ッ
時
よ
り
大
イ
ニ

暖
気
に
成
、
夜
入
四
ッ
時
よ
り
ペ
-
ル
販
父

十
七
日
未
北
問
方
凪
大
イ
ニ
さ
む
し
雨
況
而
夜
入
而
も
、
雨
比
而
さ
む
し
、

十
八
日
申
北
問
方
凪
雨
凶
而
さ
む
し
五
ッ
時
よ
り
凪
袖
く
吹
、
雨
は
止
ム
時
も

布
又
凶
る
峙
も
布
大
仁
さ
む
し
、
夜
入
而
も
同
断

廿
三
日
丑
面
降
m
i
L
ッ
半
時
よ
り
止
ム
阪
”
A
夜
入
小
雨
砕
mi
さ
む
し

廿
四
日
日
が
ん
―
一
成
寅
北
凪
雨
凶
而
さ
む
し
夜
入
而
し
同
断
さ
む
し
、

廿
五
日
列
北
凪
公
ル
風
か
な
り
吹
大
イ
ニ
さ
む
し
夜
入
雨
比
る

=-a亥
北
凪
雨
凶
面
さ
む
し
、
夜
入
而
も
同
断
‘

四
日
子
八

□之
始
北
凪
雨
協
さ
む
し
、
九
ッ
時
よ
り
雨
止
ム
北
風
か
な
り
吹
さ

む
し
、
夜
入
又
巾
凶
面
大
イ
ニ
さ
む
し

n[ 

日
が
ん
（
彼
岸
）

伽

記

（
斎
藤
功
）

名
称
が
種
々
出
て
来
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
「
第
三
節
郷
土
と
地
方
凪
—
郷
土
の
風
の
よ
び
名
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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五
日
丑
北
凪
雨
降
而
さ
む
し
夜
入
止
ム
静
二
成

六
日
寅
な
ら
い
鼠
静
酌
天
母
ル
時
も
布
、
夜
入
四
ッ
時
よ
り
硲
天
成
さ
む
し

三
日
列
東
凪
耕
天
夜
入
叩
蒜
所
々
江
出
ル

四
日
辰
東
凪
稔
ル
四

ッ
半
時
よ
り
防
ル
夜
入
硝
天
二
成

五
日
巳
而
凪
硝
天
四
ッ
半
時
よ
り
薄
公
ル
風
怖
く
吹
夜
入
而
も
暴
ル

六
日
午
束
凪
公
ル
さ
む
し
荘
六
ッ
時
よ
り
雨
降
出
し
夜
入
止
ム
塁
ル

七
日
未
北
東
凪
母
ル
夜
入
而
も
同
断
さ
む
し

八
日
申
北
鼠
さ
む
し
母
ル
夜
入
硝
天
二
成

九
日
西
な
ら
い
凪
極
閉
天
さ
む
し
四
ッ
半
時
よ
り
東
風
―
一
成
夜
入
嚢
ル

十
日
戊
辰
巳
凪
母
ル
四
ッ
半
時
よ
り
雨
咋

廿
三
日
辰
北
風
肪
ル
尤
公
所
々
二
有
候
得
共
研
ル
方
多
く
珀
天
九
ッ
時
よ
り
東

風
―
一
成
強
く
吹
夜
入
浄
二
成
母
さ
む
し

廿
四
日
巳
北
風
公
ル
さ
む
し
夜
入
而
も
大
イ
一
ー
さ
む
し
表
ル

廿
五
日
午
天
志
や
日
北
風
防
ル
さ
む
し
夜
入
困
ル
さ
む
し

廿
六
日
未
北
凪
大
い
に
さ
む
し
暴
ル
夜
入
而
も
さ
む
し

紅
畔
繍
庫
翌
砂
Laル
時
も
有
笠
方
多
く
夕
七
ッ
時
よ
り
曇
ル
西
ノ
方

廿
八
日
西
西
凪
防
ル
九
ッ
時
よ
り
辰
巳
凪
二
成
夜
入
極
硝
ル

廿
九
日
戊
辰
ビ
風

3
ル
涼
し
き
夜
入
雨
降
ル

六
月
朔
日
亥
辰
巳
風
蛋
ル
朝
小
雨
砕
而
四
ッ
時
よ
り
止
ム
夜
入
陥
天
二
成
涼

し
き

六
月
九
日
子
東
凪
静
二
吹
曇
ル
夜
入
而
も
西
ル

十
日
丑
巳
風
衷
ル
尤
九
ッ
時
頃
ハ
研
時
も
布
之
あ
っ
し
八
ッ
時
頃
よ
り
雨
降
出

し
尤
小
雨
也
七
ッ
時
頃
止
ム
又

十
五
日
午
四
凪
硝
天
熱
シ

□四
ッ
時
頃
よ
り
辰
巳
凪
成
夜
入
而
も
精
天

十
六
日
未
さ
ん
か
ち
凪
晴
天
―
――
ヶ
所
溝
抜
い
た
し
熟
し
四
ッ
時
頃
辰
巳
二
成
夜

入
而
も
研
天

大
変
こ
ぎ
い
る

永
納
取
立

御
年
貨
銭
米
三
月
納

永
納
割
合
始
メ

人
別
帳
認
メ
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・

d
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g

九
•
H

九
・
｛

廿一―
-
B巾
東
風
静
、

R
印
3

ル
熱
し
夜
入
昭
天

―一成

廿
四
日
四
北
凪
西
ル
四
ツ
時
少
々
雨
閏
ル
又
晴
ル
熱
し
夜
入
賭
天

（
廿
五
）
日
戌
北
風
砧
ル
時
も
有
り
蜃
出
ル
時
も
有
り
少
々
雨
協
時
も
有
り
併

し
研
方
多
く
夜
入
雨
此
ル

廿
八
日
丑
辰
巳
凪
駅
天
然
し
夜
入
而
も
耕
天

廿
九
日
寅
辰
巳
凪
精
天
熱
し
夜
入
而
も
硝
天

晦
日
卯
南
風
防
天
熱
し
夜
入
硲
天

．

閃
七
月
朔
日
凪
南
風
賠
天
然
し
夜
入
睛
天

二
日
巳
南
凪
硝
天
夜
入
而
も
（
硝
）
五
ッ
時
少
之
問
雨
降
夫
よ
り
又
硝
ル

日
午
凍
凪
防
天
（
中
略
）
寂
二
以
然
し
日
也

五
B
中
東
凪
防
天
〔
〕
熟
し
夜
入
五
ッ
半
時
頃
少
々
雨
降

廿
九
日
申
北
凪

□冷
気
く
も
る
夜
入
而
も
邑
ル
北
凪
九
ッ
時
雨
砕
又
止
ム

八
月
朔
日
可
北
風
寒
し
明
六
ッ
時
よ
り
頃
協
出
し
夜
入
而
も
雨
位
尤
九
ッ
半
時

頃
よ
り
大
雨
相
成
夜
明
迄
ふ
る

八
月
朔
日
卯
辰
巳
凪
静
明
七
ッ
時
頃
大
雨
峰
ル
六
ッ
時
止
ム
又
時
々
砕
ル
四
ッ

時
よ
り
北
風
二
成
夜
入
而
も
同
凪
困
ル
涼
し
き

二
日
辰
北
凪
＾
1

ル
夜
入
而
も
分
ル
涼
し
き

三
日
巳
北
凪
尺
｛
ル
涼
し
き
夜
入
盈
ル
祐
涼
し
き
尤
所
々
位
出
ル

四
日
午
北
風
硝
ル

i

卯
し
き
日
中
二
而
も
笠
か
む
ら
ず
共
熱
く
な
い
夜
入
極
閑
天

ニ
成

五
日
未
北
凪
研
天
朝
寒
し
、
日
中
も
椋
し
き
四
ッ
半
時
よ
り
裳
少
々
出
ル
夜
入

硝
ル

八
月
十
四
日
午
北
風
表
ル
涼
し
き
夜
入
嚢
ル

十
五
日
未
北
凪
母
ル
夜
入
四

ッ
時
よ
り

Pti
ル

十
九
日
卯
北
風
必
ル
朝
や
け
九
ツ
時
よ
り
小
雨
降
出
し
夜
入
少
問
止
ム
又
降
而

夜
入
涼
し
き

綿
も
ぎ

弐
番
藍
第
こ
な
し
始

藍
犯
こ
な
し

田
中
新
生
村
大
縄
打

片
只
村
縄
打
粟
生
村

繹
打
初
り
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第二節 気趾と郷土

布
代
未
詳
d
.
H

0
出
典

“ 

廿
日
辰
北
凪
小
雨
降
而
涼
し
き
雨
天
之
方
多
く
夜
入
而
も
同
断
さ
む
し

廿
一
日
巳
北
風
暴
ル
涼
し
き
九
ッ
時
小
雨
既
止
ム
又
八
ッ
時
降
又
止
ム
七
ッ
時

昭
る
夜
入
四
ッ
時
よ
り
磁
ル

五
日
辰
な
ら
い
凪
静
極
硝
天
口
九
ッ
時
よ
り
束
風
二
成
又
夕
刻
よ
り
な
ら
い
凪

ニ
成
静
夜
入
而
も
極
研
天
さ
む
し

六
日
巳
な
ら
い
凪
菊
屈
ル
さ
む
し
四
ツ
時
よ
り
耕
天
二
成
暖
気
又
四
ッ
半
時
ょ

り
曇
ル
又
研
ル
夜
入
耕
天
二
成

斉
藤
家
文
柑
「
仰
忘
妹
」
（
仮
題
）
よ
り
抄
鉗

記
事
虫
損
子
で
判
読
出
米
な
い
も
の

110お
よ
び
〔

ゃ｛ ・̂―1
0
 

.̂-＝ 

{．-̂
 

や一
d

〕
と
し
、
判
説
出
米
る
も
の
は
（

）
と
し
た
。

註
(

1

)

ま
た
『
九
十
九
里
町
誌
紀
説
編
』
三
五
ペ
ー
ジ
の
第
一
九
図
「
日
本
の
気
候
区
」
で
は
、
千
鉗
111が
は
関
東
型
と
な
っ
て
い
る
う
ち

で
、
九
十
九
里
町
近
辺
は
、
九
州
・
四
国
・
紀
伊
半
品
の
太
平
洋
沿
作
地
域
と
同
じ
「
面
而
型
気
候
区
」
と
な
っ
て
い
る
。

(

2

)

『
総
説
紺
』
に
は
最
寒
月
は
二
月
と
な
っ
て
い
る
。
（
三
五
ー
六
ペ
ー
ジ
）
こ
れ
は
、
本
秘
で
は
一
九
七

l

年
（
昭
和
四
六
）
／
七
五

年
（
昭
和
五

O
)
の
五
か
年
の
平
均
を
求
め
、
『
紀
説
編
』
も
一
九
六
八
年
（
昭
和
四
三
）
／
七
二
年
（
昭
和
四
七
）
の
五
か
年
の
平

均
を
求
め
て
い
る
｀
と
い
う
沢
料
の
作
成
上
の
途
い
か
ら
が
原
困
で
あ
ろ
う
。
一
、
二
月
ど
ち
ら
が
設
寒
月
か
こ
れ
だ
け
は
断
定
出
来

な
い
。
と
に
か
く
両
月
の
ど
ち
ら
か
が
蚊
寒
月
で
あ
る
こ
と
は
茸
え
る
。

(
3
)

「
一
九
七
五
年
晨
栗
セ
ソ
サ
ス
結
果
概
要
」
千
葉
県
企
画
部
統
計
課
（
昭
和
五

0
年
二
月
一
日
謁
在
）
二
四
ペ
ー
ジ
五
、
施
設
園
芸

の
項
参
照
。

(

4

)

同

右

(

5

)

こ
の
「
晨
棠
日
記
」
ま
た
は
「
洲
忘
録
」
に
は
、
毎
日
の
天
候
の
他
当
時
の
村
人
の
様
子
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
天
候
の

状
態
を
抄
出
す
る
褐
合
、
「
熟
（
名
）
し
」
・
「
寒
し
」
・
「
氷
張
る
」
な
ど
現
象
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
爪
点
的
に
選
ん
だ
。
こ
の

（
斉
藤
功
）

菜
蒔
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第二れ 気 候

地
方
風
と
は

記
妹
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
断
定
出
来
な
い
。
と
苫
う
の
は
、
十
年
程
前
に
ふ
す
ま
の
炭
脹
り
よ
り
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る

が
、
当
時
の
整
理
の
状
態
が
悪
く
、
年
代
船
に
も
整
理
さ
れ
て
い
な
い
し
、
記
録
者
が
だ
れ
で
あ
る
か
も
分
ら
な
い
。
た
だ
、
記
録
者

は
一
人
だ
け
で
な
く
数
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
恐
ら
く
村
役
人
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
の
ー
つ
に
「
伽
忘
録
年
番
斎
藤
万
左
衛
門
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
斉
藤
正
は
所
祓

参
考
文
献

九
十
九
里
町
誌
紺
掛
委
は
会
九
十
九
里
町
誌
稔
説
編
昭
、
五
〇

帝
困
占
院
編
集
部
慄
邸
邸
等
地
図
ー
初
訂
版
昭
、
五
一

銚
子
父
象
台
編
集
千
焚
貼
気
紋
月
報
、
昭
四
六
！
昭
、
五
〇

東

京

天

文

台

紺

纂

理

科

年

表

昭

、

五

三

第
三
節

獨
土
の
地
方
風

陸
地
と
海
洋
と
で
は
同
じ
よ
う
に
日
光
を
受
け
て
も
温
度
の
の
ぽ
り
方
が
違
う
。
陸
地
の
空
気
は
日
光
を
受
け
る
と
海
洋
よ

り
も
行
易
に
温
度
が
の
ぼ
る
が
、
同
時
に
日
光
が
弱
く
な
る
と
陸
地
は
海
洋
よ
り
も
早
く
温
度
が
下
る
。
従
っ
て
以
期
に
は
隆

地
は
海
洋
よ
り
も
温
度
が
硲
く
な
り
、
そ
の
上
空
気
は
あ
た
た
め
ら
れ
て
軽
く
な
り
、
上
昇
し
て
、
そ
の
あ
と
へ
海
洋
の
方
か

a
 郷

土
と
地
方
風

風
ば
地
球
上
の
大
き
な
空
気
の
流
れ
に
基
づ
く
、
風
は
局
地
で
み
ら
れ
る
地
方
的
な
風
が
あ
る
。
こ
の
地

方
的
な
風
を
地
方
風
と
よ
ん
で
い
る
。
地
方
凪
に
は
非
常
に
和
か
な
風
も
あ
れ
ば
、
極
め
て
激
烈
な
強
い

風
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
方
風
と
郷
土
の
産
梨
、
生
活
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
。

季
節
風
（
モ
ソ
ス
ー
ソ
）

(
M
o
n
§
n
)
 

斎
蔽
正
侶
氏
所
蔵

古

川

カ

古

記

録

安

政

年

間

1
明
治
初
年

九
十
九
里
町
誌
各
論
紺

第一
二
節
「
郷
土
と
地
方
凪
」
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第三節 郷土と地方鼠

西まか／冒

し立｝閑
ク 1

患

図33 古）11原図

g)り1

蒻溢

内 I~

冬JUI

反対ご嘩｝致-．鼠
( :?-節凪（ilt澗）.．．．，  

~¥-=---::i1，i洋亡 二
反対年前i!t¥

’`  年風（位伐） ＼ ----＿＿ihi iゃ—-=--

風
向
き
は
お
お
む
ね
北
西
か
ら
北
東
に
当
る
。

低溢

内柁

獨土の風のよび名

図34

と
こ
ろ
も
あ
る
。

こ
の
反
と
冬
の
風
向
き

の
正
反
対
な
季
節
風
の
成

風
を
「
ま
か
た
」
と
よ
ぷ

季節風の成因

県
度
会
郡
地
方
で
は
北
西

ん
で
い
る
。

岩

手

県

釜

風
1
1

「
な
ら
い
」
と
、

よ

II「
北
ま
か
た
」
、

北
北
東

風
1
1
「
西
ま
か
た
」
、
北
風

「
さ
ん
か
ち
」
、
北
北
西

が
冬
期
の
モ
ン
ス
ー
ソ
で
あ
る
。

郷
土
で
は
図
33
に
示
す
よ
う
、
北
西
風
1
1

ら
温
度
の
低
い
空
気
が
移
動
し
て
き
て
そ
こ
が
補
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
夏
期
に
は
内
陸
部
の
気
圧
は
低
く
な
り
、
海
上
の
気
圧

は
高
く
な
る
。
気
圧
の
脳
い
海
洋
か
ら
、
気
圧
の
低
い
内
陸
に
向
か
っ
て
風
が
吹
く
。
こ
れ
が
夏
期
の
モ
ソ
ス
ー
ソ
で
あ
る
。

本
町
は
臨
海
村
で
あ
る
の
で
殊
の
外
顕
若
で
あ
る
。
風
向
き
は
お
お
む
ね
南
東
風
で
あ
る
。
郷
土
で
「
い
な
さ
」
と
い
う
、
海

か
ら
く
る
南
東
風
を
「
い
な
さ
か
ぜ
」
と
い
う
の
は
常
陸
地
方
・
中
国
・
四
国
以
東
の
地
域
で
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
。

冬
期
は
夏
期
と
は
反
対
に
内
陸
よ
り
も
海
上
の
方
が
温
度
が
証
い
た
め
に
、
内
陸
か
ら
海
上
に
向
か
っ
て
風
が
吹
く
、
こ
れ

石
•
宮
城
県
荒
浜
・
三
重

122 



第二）？ IA 候

r
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企
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ゞ

・
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さ

<
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ち
な

、
p
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富
鉗
う
ざ
し
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J
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図34 季節風と風名

月

乎

餃

均

大

同凪l句

表46 片貝甲種観測所年表 (1972) ,, 

2131415~ 

5.り6.3 5. 6. 2 5. 1 4. 5. 1 5. 2 4. 4. 9 4. 4 4. 

16N8119：よ°20N3|14]]；3W2WNN5Sls:l15N8 Wls4W2122N 
別
表
46
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
風
向
き
が
違
う
た
め
に
、
そ

又
本
町
ば
か
り
で
な
く
モ
ソ
ス
ー
ソ
は
地
方
に
よ
っ
て
「
春
一

(
1
)

（

2
)

（

3
)

（

4
)
 

番
」
「
の
わ
け
」

「
あ
な
じ
」
「
た
ま
か
ぜ
」

「
ま
じ
」
「
は
え
」
な
ど

と
然
術
低
気
圧
と
い
う
。
南
北
両
半
球
か
ら
の
貿
易
風
の
出
会
う
地

方
に
発
生
す
る
低
気
圧
で
、
発
生
す
る
地
方
に
よ
り
色
々
な
名
で
呼

b
 
台
風
（
ク
イ
フ
ー
ソ

T
y
p
h
8
n
)

台
風
は
気
象
学
に
言
う

ど
に
さ
れ
た
。

が
咲
く
と
い
っ
た
他
の
物
象
に
む
す
ぴ
つ
け
て
生
活
上
、
季
節
の
め

に
、
春
の
先
ぷ
れ
を
な
し
、
野
分
の
「
は
え
」
が
吹
く
と
イ
ネ
の
花

呼
び
名
が
あ
る
、
関
東
平
野
の
「
か
ら
つ
風
」
は
名
物
で
あ
る
と
共

生
活
に
い
た
る
ま
で
極
め
て
大
き
な
彩
密
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

影
響
し
、
そ
の
結
果
股
礁
架
は
も
と
よ
り
す
ぺ
て
の
産
架
、
郷
土
の

ー
ソ
は
単
な
る
風
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
降
雨
状
態
そ
の
他
に
も

れ
に
応
じ
て
陥
雨
の
分
布
も
か
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
モ
ン
ス

所
（
九
十
九
里
町
役
均
内
）
に
お
け
る
各
月
の
風
向
き
•
平
均
凪
力
は

季
節
風
は
、
季
節
に
よ
っ
て
凪
向
き
も
凪
力
も
違
う
。
片
貝
観
測

因
を
わ
か
り
や
す
く
図
解
す
れ
ば
図
34
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
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坑三節

仔3
全

八
年
（
昭
和
ニ
―
―
-
）
九
月
一
五
日
で
あ
っ
た
。

い
て
進
む
。

郷土と地方風

ソ
」
と
呼
ば
れ
、

図35 台風進路の季節的変化

東（卯）

るそ

図36 郷土に襲来する台風の強さ

ば
れ
て
い
る
。
日
本
へ
襲
米
す
る
低
気
圧
は
台
風
で
あ
る
が
、
印
疫
の
ペ
ソ
ガ
ル
需
地
方
へ
襲
米
す
る
低
気
圧
は
「
サ
イ
ク
ロ

メ
キ
シ
コ
窃
地
方
で
み
ら
れ
る
低
気
圧
は
「
ハ
リ
ケ
ー
ソ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
低
気
圧
の
進
路
は
季
節
に

よ
っ
て
途
い
、
熱
術
低
気
圧
は
季
節
に
よ
っ
て
違
い
、
熱
帯
低
気
圧
は
い
ず
れ
も
真
直
ぐ
秘
紘
邸
地
方
に
進
ま
ず
拗
物
線
を
描

日
本
附
近
に
嬰
来
す
る
台
風
の
進
路
も
季
節
に
よ
り
違
う
。
こ
の
状
態
は
図
35
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
図
35
で
明
ら
か
な
よ

う
に
、
九
月
頃
発
生
す
る
台
風
は
丁
度
日
本
近
辺
を
通
過
す
る
。
背
か
ら
郷
土
で
は
二
百
十
日
、
ま
た
は
二
百
二
十
日
を
農
家

~
く
び

の
厄
日
と
し
て
恐
れ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
か
つ
て
郷
土
に
大
惨
密
を
も
た
ら
し
た
「
ア
イ
オ
ソ
」
台
風
は
一
九
四

台
風
は
空
気
の
渦
巻
き
で
、
そ
の
範
囲
は
大
体
匝
径
一

0
0
0
1
一
五

0
0キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
円
で
時
速
二
五

1
四
〇
キ
ロ
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第二章 気 候

寒
気
の
上
へ
の
し
上
が
り
な
が
ら
進
む
不
辿
続
線
で
、

大
気
の
渦
が
で
き
る
。

c
 

る。 の
半
円
を
可
航
半
円
と
よ
ぷ
、

温
帯
低
気
圧
（
旋
風
、

つ
む
じ
風
、

つ
む
り
風
）

温
搭
低
気
圧
は
旋
風
と
も
呼
ば
れ
る
、
大
陸
か
ら
く
る
冷
た
い
空

気
と
、
暖
地
か
ら
く
る
暖
か
い
空
気
と
の
不
述
続
面
に
お
い
て
何
等
か
の
動
機
に
よ
っ
て
板
気
流
が
寒
気
流
中
に
突
出
す
る
と

温
桁
低
気
圧
は
台
風
と
途
い
、
性
買
の
違
っ
た
空
気
、
即
ち
版
気
流
と
寒
気
流
と
か
ら
出
米
あ
が
っ
た
渦
で
あ
り
、
そ
の
構

造
は
図
37
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
図
の
よ
う
に
暖
気
前
線
と
寒
気
前
線
の
二
つ
の
不
述
統
線
が
あ
る
。
暖
気
前
線
と
は
暖
気
が

一
方
寒
気
前
線
と
は
暖
気
の
下
へ
寒
気
が
も
ぐ
り
こ
み
な
が
ら
進
む
不

従
っ
て
船
舶
が
台
風
に
逍
遇
し
た
め
合
に
は
、

可
航
半
円
に
入
る
よ
う
に
つ
と
め
べ
き
で
あ

ロ1雨域

ぶ`g

メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
速
さ
で
移
動
す
る
。
台
風
に
伴
う
風
雨
は
台
風
の
中
心
に
近

づ
く
ほ
ど
強
い
。
暴
風
の
曲
さ
は
台
風
の
眼
の
間
辺
部
が
般
も
怖
く
、
そ
れ
か
ら

u
っ
ん

郷
土
に
襲
来
す
る
台
風
の
中
級
以
上
の
も
の
は
、
そ
の
吹
き
は
じ
め
は
巽
の
カ

0
つ
じ

3
る

よ
り
だ
ん
だ
ん
風
の
強
さ
を
増
し
、
坤
の
方
（
南
西
）
辺
で
紋
強
と
な
る
。
我
々

の
住
居
の
屋
敷
森
も
南
東
（
坤
）
附
西
（
党
）
の
方
に
「
く
す
」
「
け
や
き
」
等
を
配

又
北
半
球
で
は
台
風
の
進
行
方
向
に
向
か
っ
て
左
側
よ
り
も
右
側
の
半
円
に
お

い
て
風
が
強
い
。
こ
の
風
の
強
い
方
の
半
円
を
危
険
半
円
と
呼
び
、
風
の
弱
い
方

3

訟
し
て
台
風
に
対
す
る
適
応
を
示
し
て
い
る
。

7
 

図 温帯低気圧の構造

辿
ざ
か
る
に
従
っ
て
弱
く
な
る
。
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第三節 郷土と地方頃

-
＃
一

a 碑一;彎
漏

1~ 低圧二亨
佳風

図38

辺
地
・
静
岡
・
三
重
•
愛
扱
県
地
方
で
は
「
だ
し
」
と
よ
ん
で
い
る
。

隆
地
よ
り
も
海
上
の
方
が
温
度
が
高
い
た
め
、
気
圧
配
佐
は
陸
上
が
恥
く
海
上
が
低
い
従
っ
て

風
は
陸
地
か
ら
海
上
に
向
か
っ
て
吹
く
（
図
38
参
照
）
。
こ
の
凪
を
陸
凪
と
い
う
。
宵
森
県
の
野

海風陸風の図

l

方
夜
問
に
な
る
と

述
続
線
で
あ
る
。
従
っ
て
温
術
低
気
圧
が
近
づ
い
て
く
る
と
次
第
に
天
気
が
悪
く
な
り
、
暖
気
前
線
に
近
づ
く
と
陥
雨
が
み
ら

急
に
下
が
り
雨
と
な
る
。
そ
し
て
寒
気
前
船
が
全
く
通
過
し
て
し
ま
う
と
、
か
ら
り
と
肪
れ
て
天
気
は
再
び
よ
く
な
る
。

日
本
附
近
を
通
る
温
術
低
気
圧
は
大
陸
地
方
で
発
生
し
た
も
の
も
、
台
而
附
近
に
発
生
し
た
も
の
も
、

、.‘‘

し
カ 温

術
低
気
圧
の
進
む
速
さ
は
、
冬
期
に
は
時
速
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
位
で
あ
る
が
、
反
期
に
は
お
そ
く
な
り
三

0
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
下
の
速
さ
と
な
る
。
台
風
に
く
ら
ぺ
る
と
風
力
は
弱
く
、
せ
い
．
せ
い
風
述
E

く
ら
い
で
あ
る
か
ら
直
接
的
な
被
害
は
少

し
ば
し
ば
栄
雨
を
伴
う
の
で
水
害
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
（
図
37
参
照
）
。

ま
た
温
9rlf
低
気
圧
が
郷
士
を
通
過
す
る
と
き
は
南
風
が
吹
く
た
め
急
に
温
度
が
上
が
る
。
「
は
や
て
」
と
か
「
は
や
の
風
」

本
町
で
「
ど
う
ざ
し
」
と
呼
ば
れ
る
風
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
。

(

5

)

 

海
風
と
陸
風
（
い
な
さ
、
だ
し
）

で
は
昼
と
夜
で
反
対
の
風
向
き
の
風
が
吹
く
、
こ
れ
が
海
陸
風
で
あ
る
。

日
中
は
陸
地
の
方
が
面
上
よ
り
温
度
が
早
く
上
が
り
そ
の
上
空
気
が
版
め
ら
れ
る
た
め
に
、

海
か
ら
陸
に
向
か
っ
て
涼
し
い
そ
ょ
風
が
吹
く
こ
の
風
を
面
風
と
い
う
。

d
 

季
節
風
と
全
く
同
一
の
原
理
に
よ
っ
て
海
岸
地
猾

シ
ャ
ソ
方
面
に
向
か
っ
て
進
む
。

い
ず
れ
も
ア
リ
ュ
ー

れ
、
暖
気
前
線
が
通
過
す
る
と
急
に
温
度
が
上
が
り
、
天
気
も
肪
れ
か
か
る
が
、

や
が
て
寒
気
前
線
が
く
る
た
め
気
温
は
再
び
凶



第二京

各
作
架
の
適
期
を
は
ず
さ
ず
に
行
う
こ
と
が
絶
対
に
必
咬

- -C, 
対息俎£l

図39

写12

米
作
り
が
可
能
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
日
本
の
米
作
り
で
は

気

で
多
湿
だ
。
こ
の
時
期
に
生
有
期
間
を
あ
わ
せ
る
こ
と
で

と
っ
て
特
に
大
き
な
影
響
を
も
っ
た
。
日
本
の
夏
は
必
温

習
憫
を
「
自
然
暦
」
と
よ
ん
で
い
る
。
自
然
暦
は
生
活
に

候

地

方

風

と

生

活

自
然
界
に
お
こ
る
周
期
的
な
変
化

（
ひ
か
た
は
夕
方
に
吹
き
止
む
、
ひ
か
た
は
南
西
風
の
こ
と
）

屋敷森の風に対する適応

北西隅を屋敷森に包まれた居宅

0

ひ
か
た
と
手
問
取
は
日
の
中
。

0

二
つ
咀
り
時
は
西
風
と
東
風
と
に
し
て
其
の
日
は
凪
な
り
。

°
冬
日
の
刺
日
光
、
筑
波
、
富
士
の
見
ゆ
る
時
は
そ
の
日
凪
な
り
。

0

冗
月
頃
の
朝
大
溝
に
当
り
穏
や
か
な
る
E
K
の
あ
る
時
は
一
日
凪
な
り
。

が
よ
く
苫
わ
れ
る
。

九十九里町片貝古川力撮影

一
般
に
海
風
は
陸
凪
よ
り
も
曲
い
。
海
風
の
陸
地
に
吹
き
入
る
距
離
は
大
体
、
二

O
~三
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
陸
風
は
海
に

吹
き
出
す
距
離
は
短
く
七

l
-
0キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
刺
夕
は
海
陸
凪
が
交
替
す
る
時
期
で
あ
り
、
海
陸
の
気
圧

の
茂
が
な
く
な
る
と
無
風
状
態
と
な
る
。
こ
れ
を
朝
凪
・
タ
凪
と
よ
ん
で
漁
数
生
活
と
深
い
関
係
が
あ
る
。
次
の
よ
う
な
こ
と

0

冬
の
邸
凪
し
け
の
も
と
。

を
、
生
活
上
の
区
切
り
に
利
用
す
る
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第三節

で
北
又
は
北
西
方
向
か
ら
居
家
を
の
ぞ
い
て
見
る
と
樹
木
ば
か
り
で
屋

根
さ
え
見
え
な
い
（
図
39
参
照
）
（
写
1
2
参
照
）
。

た
っ
人

夏
の
台
風
に
対
し
て
は
吹
き
は
じ
め
の
巽
の
方
（
南
東
）
と
吹
き
回
る

0
つ
じ
●
る

風
力
の
政
弥
と
な
る
坤
の
方
（
未
中
の
方
・
而
西
）
に
は
落
業
樹
の
「
け

や
き
」
「
え
の
き
」
等
の
樹
種
が
化
骰
さ
れ
て
い
る
の
に
注
慈
し
た
い
。

冬
に
な
る
と
落
葉
す
る
の
で
東
か
ら
附
に
か
け
て
日
光
の
さ
ま
た
げ
に

な
ら
な
い
よ
う
杞
意
さ
れ
て
い
る
。
又
「
柑
」
「
か
し
」
な
ど
を
利
用

し
て
高
生
垣
堺
を
ま
わ
し
て
佳
物
を
保
設
し
て
い
る
の
も
台
凪
に
対
す

っ
ぶ
り
と
居
家
を
囲
ん
で
い
る
。
本
地
方
は
東
南
向
の
居
家
が
多
い
の

の
指
向
性
が
あ
る
。
主
と
し
て
常
緑
樹
の
「
く
す
」

「
し
い
」
等
で
、
と

冬
の
は
げ
し
い
モ
ソ
ス
ー
ソ
は
屋
敷
森
の
配
佃

“,~ 

を
工
夫
さ
せ
北
又
は
北
西
の
風
に
適
応
さ
せ
居
家
の
安
全
を
は
か
っ
て

い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
（
図
39
お
照
）
。
冬
の
北
風
（
北
ま
か
た
、
な
ら
い
）

北
西
風
（
西
ま
か
た
、
さ
ん
か
ち
）
に
対
し
て
居
家
を
包
囲
し
て
屋
敷
森

写13 迄い鴻風に適応した低惰家屋

a
 風
と
屋
敷
森

九十九里町西の下古川力撮影

郷土と地方風

そ
の
自
然
府
の
稲
類
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
生
物
、
無
生
物
が
こ
の
役
割
を
に
な
っ
た
と
い
う
の
も
過
言
で
な
い
。
そ
れ
だ

け
日
本
の
自
然
に
は
季
節
に
応
じ
た
変
化
を
し
め
す
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
凪
は
そ
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。

で
あ
る
。
自
然
暦
が
爪
要
な
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
る
。
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図40 井の内における家屋の分布

膏野寿郎集落の移動より

「
こ
の
現
象
を
確
実
に
す
る
た
め
「
井
之
内
」
に
お
い

＂＇ 

て
住
家
の
讃
の
邸
さ
を
測
定
し
て
み
た
。
掬
の
低
き
も
の

必
ず
し
も
低
屋
と
は
限
ら
な
い
が
、

の
は
岡
爪
に
行
わ
れ
ず
、

屈
根
の
邸
さ
を
測
る

て
い
●
ん

且
つ
概
し
て
低
屈
と
低
檜
と
は

よ
れ
ば
抱
の
科
さ
ニ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
家
屈
ほ
納
屋
集
蕗

四
戸
(
-
三
％
）
と
な
り
、

に
お
い
て
は
三
七
戸
（
＿

i-九％）
新
fll集
落
に
お
い
て
は

低
社
の
納
屈
染
沼
に
多
い
こ

と
が
知
ら
れ
る
（
写
1
3
参
照
）
。
納
駐
集
落
で
は
本
来
の
納

兄
を
改
造
し
住
家
と
し
た
も
の
も
存
す
る
の
で
一
円
低
屈
性
を
強
め
て
い
る
。
低
位
及
び
低
槍
は
上
述
の
如
く
家
性
の
小
型
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
又
沖
よ
り
吹
き
来
る
弥
風
を
防
ぐ
た
め
の
日
拗
迅
応
(
A
d
a
p
t
a
t
i
o
n
a
c
t
i
v
e
)
の
表
現
と
も
見
ら
れ
る
。
」

•flt“ぷK！ ヲイi ス＇レ •よ
0忙ノぶサ 2オ；以．I・・ノな‘
0 ,， 以下ノ・ii共

0 500 
1 9 9 9 1 ■•Im 

以
上
が
ャ
n野
涛
郎
の
溢
述
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
の
尿
観
は
井
之
内
部
沼
の
み
に
該
当
す
る
も
の
で
な

V
九
十
九
里
浦
臨
海

て
そ
の
結
果
に
よ
る
分
布
は
図
40
に
示
し
た
が
'
こ
れ
に

低
槍
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

歴
準
を
ニ
メ
ー
ト
ル
と
し

一
致
す
る
ほ
向
が
あ
る
の
で
、
低
歴
の
一
表
現
と
し
て
の

の
如
く
論
述
し
て
い
る
。

次
に
納
歴
兆

tfrの
家
位
が
低
屋
で
床
も
ま
た
低
い

(

6

)

 

釦
向
が
あ
る
。
こ
の
尿
観
に
つ
い
て

Tfif力
郎
は
次

る
適
応
で
あ
る
。
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第三節 郷土と地方訊
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図41 砂丘の風下に立地する北・中・南川岸

（作田地区）の集蕩

策
用
の
わ
ら
が
畑
一
面
に
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
、

よ
っ
て
柏
土
が
吹
き
と
ん
で
し
ま
う
の
で
、
「
ふ
け
」
と
よ
ば
れ
る
防
風
対

そ
れ
へ
の
適
応
が
み
ら
れ
る
。

In 地 ば
i

(

7

)

 

兒
沼
の
納
駐
に
そ
の
残
汝
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
九
十
九
里
町
文
化
財
第
二
九
号
指
定
の
洒
の
下
「
長
谷
川
り
ゆ
う
」
の

住
宅
に
て
も
、

う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
（
写
14
参
照
）
。

一
般
的
に

iI戸
期
の
納
駐
染
沼
に
は
こ
の
よ
う
な
低
檄
性
家
屋
を
探

又
、
自
然
発
生
の
染
落
は
厳
少
限
度
の
生
命
維
持
に
必
要
な
条
件
を
満
た
し
得
る
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は

こ
の
よ
う
な
閃
接
下
は
、
ヤ
次
城
県
の
鹿
南
平
野
に
も
見
ら
れ
る
が
、
小
規

揆
で
砂
丘
の
風
下
に
集
落
が
抱
き
合
う
よ
う
に
立
地
す
る
作
田
川
北
岸
の
机

風
と
生
産
生
活

九
里
浜
平
野
に
吹
き
つ
け
る
、
気
圧
は
冬
型
の
西
蒻
東
低
で
防
天
の
日
が
統

く
。
こ
う
し
た
気

9
巧
応
在
郷
土
の
製
漁
策
の
生
産
生
活
に
様
々
な
制
約
と

u
し
ウ

-
0月
下
句
よ
り
―
一
月
上
句
に
播
種
さ
れ
た
麦
畑
は
、
強
い
北
西
凪
に

―
一
月
の
上
旬
風
の
な

b
 

冬
の
北
西
モ
ソ
ス
ー
ソ
は
迪
感
な
く
低
乎
な
九
十

落
は
教
科

"2通り
と
い
っ
て
過
国
で
な
い
（
図
41
参
照
）
。

る。 汀
線
に
近
く
立
地
し
て
い
る
砂
丘
の
風
下
に
立
地
し
た
集
落
の
好
例
で
あ

飲
料
水
・
日
照
・
排
水
・
風
と
い
っ
た
根
本
条
件
が
あ
る
が
本
町
の
作
田
地
区
「
南
川
作
」
「
中
川
岸
」
「
北
川
岸
」

の
兆
落
は

る
こ
と
が
で
き
る
。
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第二・れ 気 候

い
日
和
を
見
て
屈
家
は
急
い
で

一
ふ
け

tilえ
一
を
す
る
の
で
あ
る
（
写
15
な
照
）
。

次
P
B

水
産
加
工
に
は
こ
の
曲
い
北
洒
凪
が
必
須
の
条
件
で
あ
っ
た
。
砧
天
が
続
き
、
乾
媒
疫
が
高
く
寒
気
の
き
び
し
い
自
然

条
件
は
、

か
つ
て
の
「
干
筋
」
生
産
、
現
在
の
「
口
刺
」
「
衣

r」
「
ご
ま
め
」
「
み
り
ん

T
し
」
に
は
品
買
の
好
い
製
品
を
作

写14 母屋単一型を代表する納屋の残象 九十九里町西ノ下

長谷川楕宅 古川力撮影

--

ベ ミ重写15 「7ケ」の植えられた冬の畑 九十九里町北

古）11 カ撮影
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m三節 郷．＋．と地方風

註
(

1

)

 

あ

な

じ

（
あ
な
ご
）
北
洒
凪
を
し
ぅ
近
畿
以
西

（
古
川

カ）

こ
れ
は
冬
の
不
節
凪
の
rJt
述
と
北
硲
東
低
の
気
圧
配
闘
が
も
た
ら
し
た
睛
天
続
き
、
乾
煉
度
の
邸
い
こ
と
等
の
賜

で
あ
る
。
今
日
で
は
冷
曲
、
乾
娩
施
設
が
完
仙
し
た
た
め
匝
接
の
条
件
で
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
こ
の
・
11然
珀
度
は
捨
て
去
る

台
風
と
難
破
船

台
風
等
で
荒
天
が
続
く
と
九
十
九
里
沖
合
に
は
、

ひ
ん

し
ば
し
ば
面
雉
が
頻
発
し
た
。
そ
の
一
例
と
し
て

1

農
—
屈
一
同
出
精
柑
拗
き
候
内
―
ー
も
他
事

、心
許
な
く
存
抜
走
り
仕
り
度
＜
随
分
相
曲
抜
走
仕
餃
然
る
所
同
十
四
日
銚
子
犬
ぽ
ヘ

9
り

C,

＂nす
て

を
見
か
け
候
所
船
殊
之
外
他
方
に
て
大
波
双
方
よ
り
打
込
危
舷
＿
＿
相
見
へ
よ
ん
ど
こ
ろ
な
く
上
釆
治
郎
平
殿
へ
御
相
談
フ
以
荷
物
捌
捨
走
抜

い

●

I
↑

候
得
と
も
弥
増
四
以
高
波
に
て
矢
倉
ヲ
打
越
同
日
四
ッ
時
よ
り
辰
己
凪
二
罷
成
大
風
雨
に
て
闇
の
如
く
に
罷
成
乗
組
之
井
一
同
中
合
身
命
限

相
囮
候
灼
と
も
弥
増
凪
雨
弧
＜
又
候
荷
打
仕
相
浚
身
命
助
度
油
断
な
く
相
憐
餃
所
元
船
も
危
く
相
成
候
二
付
是
悲
な
く
協
伐
捨
相
凌
候
所
同

十
五
日
九
十
九
里
沖
と
存
じ
が
り
候
に
て
凪
様
も
辰
巳
大
凪
雨
に
て
御
限
候
故
何
様
二
も
乗
抜
兼
巾
し
べ
き
と
什
じ
水
り
是
悲
な
く
碇
麻
苧

綱
芯
垢
船
掛
り
仕
候
所
尚
又
大
鼠
雨
に
て
巳
二
天
突
沿
舷
二
相
見
へ
候
二
付
鋸
神
へ
立
即
仕
釆
組
之
者
共
申
＾
2

残
ら
ず
股
ッ
切
身
命
限
相
拗

船
懇
仕
候
所
必
波
数
度
二
打
込
に
及
び
危
相
成
侯
得
共
位
早
此
節
相
凌
申
す
べ
き
様
も
御
牲
な
く
候
所
十
六
日
四
ツ
時
五
尺
W
9
波
に
て
打
破

し

り

し

ム

4
5

て

釦

ら
れ
数
日
之
大
時
化
に
て
胚
立
候
故
鰍

□□
出
来
冷
水
押
入
候
困
共
大
材
木
訳
入
候
得
は
何
様
二
も
冷
水
辺
死
留
申
す
べ
き
手
段
御
陀
な
く

矢
迂
方
ヲ
罷
在
候
内
碇
紀
す
り
切
レ
九
ッ
時
過
級
船
二
及
び
候
所
船
頭
井
上
果
水
主
共
残
ら
ず
咽
而
共
子
収
付
茄

□□
口
候
所
当
御
村
方
役

人
衆
中
大
勢
召
述
ら
れ
御
出
成
さ
れ
屹
上
リ
仕
候
節
柚
々
御
介
抱
成
し
下
さ
れ
磁
船
之
様
子
御
尋
二
付
巾
上
候
ー
後
略
ー
ー

ぁ

び

●

よ

う

か

ん

一
説
阿
鼻
叫
喚
の
地
は
絵
、
日
然
の
猛
威
を
お
そ
れ
る
の
み
。

次
の
文
れ
を
あ
げ
た
い
。
飯
硲
家
文
沿
年
代
不
詳
で
あ
る
。

c
 

こ
と
は
出
来
な
い
。

J

，
し

•
Jヽt‘
 

り
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笥二屯 気 候

な
か
っ
た
時
代
に
は
、
「
夕
焼
け
小
焼
」
の
歌
に
も
あ
る
よ
う
に
明
日
の
上
天
気
を
別
む
気
持
は
大
人
で
も

子
供
で
も
、
け
で
も
今
で
も
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
随
分
昔
か
ら
天
気

f
報
に
類
似
し
た
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
「
鳶
が
叫

？

げ

ん

く
と
硝
」
と
か
、
「
猫
が
削
を
洗
う
と
雨
」
と
い
う
よ
う
な
所
副
気
汝
佃
諺
ぱ
実
に
た
く
さ
ん
あ
る
。
J
l
o
u
か
ら
天
気
と
い
う
も

観

天

望

気

と

は

(

2

)

 

(
3
)
 

(

4

)

 

(

5

)

 

(

6

)

 

(

7

)
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第四節 雑 仏

か
さ恨

が
出
る
と
天
気
が
悪
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
柱
問
に
も
酋
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

＂ん＊

9
9
ん

気
象
学
的
に
い
え
ば
不
述
続
線
が
発
生
、
特
に
温
暖
前
線
が
近
接
し
て
く
る
と
、
光

J

柑
公
と
い
う
麻
い
心
会
が
出
た
時
に
飛
が

観
天
望
気
の
二
、
三

例
と
気
象
的
理
由

日
歪
（
ひ
が
さ
）
月
州
が
現
わ
れ
る
と
天
気
が
悪
く
な
る
。

③
目
の
前
に
削
兆
が
見
え
ね
ば
予
報
が
で
き
な
し
。

(2) 

と
ん
ど
出
来
ぬ
と
い
っ
て
よ
い
。

ょ

4
.

他
所
の
予
報
が
で
き
な
い
、

九
十
九
里
に
住
居
し
て
東
京
の
予
報
は
で
き
な
い
。

(I) の
が
い
か
に
切
力
な
日
常
の
問
題
と
し
て
考
え
て
こ
ら
れ
た
か
が
判
る
。
科
学
的
な
方
法
の
な
か

っ
た
当
時
と
し
て
こ
の
佃
諺

を
中
心
と
し
て
各
人
が
天
気
を
判
断
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
自
然
に
天
気
を
よ
く
見
る
人
と
い

う
よ
う
な
も
の
が

出
て
、

か
な
り
天
気
の
予
測
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
天
気
を
見
る
人
は
佃
諺
に
頼
る
だ
け
で
な
く
自
分
の
経
験
と
鋭
い

第
六
惑
を
は
た
ら
か
せ
て
天
気
を
よ
く
い
い
当
て
る
。
多
く
は
空
の
色
や
、

総
の
動
き
、

平公
の
形
、
面
の
色
序
を
見
て
予
報
を

ヽ
ん
て
人

“,e

す
る
の
で
、
こ
れ
を
観
天
閉
気
の
法
と
い
っ
て
い
る
。

現
代
の
天
気
予
報
は
主
と
し
て
天
気
図
に
よ
る
の
で
あ
る
こ
と
は
前
に
の
ぺ
た
の
で
あ
る
が
、
天
気
図
以
外
に
観
天
望
気
に

よ
っ
て
あ
る
程
度
の
天
気
予
知
を
す
る
こ
と
が
出
米
る
。
観
天
鉗
気
は
だ
れ
に
で
も
出
来
る
と
い
う
利
益
は
あ
る
が

一
方
次
の

よ
う
な
欠
点
も
あ
る
。
天
気
予
報
の
方
法
と
し
て
は
不
完
全
で
あ
る
の
を
免
れ
な
い
。

観
天
望
気
の
法
は
長
時
問
の
予
報
が
で
き
な
い
。
何
し
ろ
公
の
変
化
や
風
の
変
化
が
現
わ
れ
る
の
を
見
て
予
報
す
る
の
だ

か
ら
、

そ
の
時
に
は
既
に
結
果
も
問
近
に
せ
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
二
四
時
間
以
上
の
事
を
予
報
す
る
こ
と
は
ほ

見
え
る
。
こ
の
9
＾
は
水
滴
で
な
く
小
さ
い
氷
品
か
ら
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
空
中
に
浮
か
ん
で
い
る
と
、
プ
リ
ズ
ム
の
作
用
を
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第二行

し
て
恨
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
位
が
現
れ
る
と
や
が
て
中
附
公
・
下
屈
心
点
か
現
れ
て
天
気
が
悪
く
な
る
。

こ
れ
も
前
項
と
同
様
に
不
辿
続
線
又
は
低
気
圧
が
接
近
し
て
く
る
前
兆
で
あ
る
。
低
気
圧
の
東
側
の
暖
域
へ
は
、
内
地
の
南

方
洋
上
か
ら
暖
か
い
湿
っ
た
南
風
が
吹
い
て
来
る
た
め
か
な
り
蒸
呂
く
な
る
。
す
な
わ
ち
蒸
必
く
な
っ
た
時
は
低
気
圧
の
暖
域

す
な
わ
ち
前
面
に
入
っ
た
こ
と
に
な
り
、

る
の
で
あ
る
。

や
が
て
低
気
圧
の
中
心
が
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
、
従
っ
て
こ
れ
が
雨
の
前
兆
に
な

空
が
閲
＜
澄
み
、
風
の
焦
い
夜
は
、
冬
な
ら
霜
、
梅
雨
前
後
な
ら
霧
と
な
る
。

硲
気
圧
の
中
心
は
何
時
も
良
い
天
気
で
あ
る
。
又
悩
気
圧
の
中
心
で
は
風
は
至
っ
て
弱
い
、
故
に
麻
気
圧
が
西
か
ら
移
動
し

て
来
て
、
中
心
附
近
で
は
快
賭
で
風
が
至
っ
て
弱
く
な
る
。
こ
う
い
う
時
に
は
夜
問
の
冷
却
が
娃
し
く
、
明
け
方
に
は
か
な
り

温
度
が
下
が
る
。
地
面
の
温
度
も
著
し
く
下
が
り
、

つ
い
で
地
面
に
近
接
し
た
気
囮
の
温
股
も
甚
し
く
下
が
り
、
冬
な
ら
ば
無

論
鉗
が
降
り
る
し
、
春
先
で
あ
れ
ば
桑
や
茶
、
果
樹
の
芽
が
出
た
こ
ろ
で
街
害
が
起
こ
る
。
六
月
ご
ろ
で
あ
る
と
空
気
中
の
水

9
ょ
9

蒸
気
が
多
い
た
め
こ
れ
が
凝
結
し
て
朝
拐
が
発
生
す
る
。

朝
虹
は
東
か
ら
太
腸
の
光
が
さ
し
、
西
の
方
で
雨
が
降
っ
て
い
る
時
に
限
り
見
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
、

や
が
て
西
方
の
雨
はんヽ

東
に
向
か
っ
て
進
ん
で
く
る
と
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
朝
虹
が
見
え
れ
ば
問
も
な
く
雨
に
な
る
わ
け
で
「
天
気
東
漸

の
法
則
」
で
あ
る
。
夕
虹
の
褐
合
は
西
方
が
睛
天
で
束
方
に
雨
が
降
っ
て
い
る
め
合
で
あ
る
。

り
、
西
方
の
睛
天
の
区
域
が
東
に
向
か
っ
て
進
ん
で
く
る
か
ら
や
が
て
自
分
の
い
る
と
こ
ろ
は
防
れ
る
訳
で
あ
る
。

東
力
の
雨
は
次
第
に
遠
ざ
か

気 候

い
朝
虹
は
天
気
が
悪
く
、
夕
虹
は
天
気
が
良
く
な
る
。

(3) ③
蒸
伐
い
と
天
気
が
悲
く
な
る
。
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第四節 帷 紋

．．． 
不違絞面-- - - -． ． 仕風

ノ ー

図42 陸風と不連綬面

に
「
九
十
九
里
天
気
予
察
法
」
が
あ
る
。
こ
れ
を
あ
げ
て
二
、
三
の
解
説
を
加
え
て
お
く
。
但
し
（
）

松
井
源
七
翁
の
九
十

九
里
天
気
予
察
法

（
祭
魚
刹
文
iii)
は
松
井
源
七
維
の
講
話
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
出
の
中

一
九

雨
」
等
は
ど
う
解
釈
し
て
よ
い
か
。

一
年
（
明
治
四
四
）

し

h
し
あ

ぐ
9
島
み

「
九
十
九
里
浦
片
只
村
饂
拐
採
網
油
架
囮
在
」

で
あ
る
が
、
郷
土
の
気
象
裡
諺
の
中
に
は
中
々
薙
解
な
も
の
も
あ
る
。

例
え
ば
「
猫
が
額
を
洗
え
ば

海
作
に
近
い
所
で
起
こ
る
現
象
で
あ
る
。
風
の
弱
い
よ
う
な
時
は
昼
は
海
か
ら
陸
に
拘
か
っ
て
風
が
吹
き
、
夜
は
陀
か
ら
海

に
向
か
っ
て
風
が
吹
く
糾
向
が
あ
る
。
こ
れ
は
第
三
節
「
郷
土
と
地
方
凪
」
の
と
こ
ろ
で
詳
述
し
た
通
り
、
「
面
凪
」
・
「
陰
凪
」

で
あ
る
。
昼
間
に
は
海
よ
り
も
陸
の
方
が
温
度
が
麻
く
な
る
の
で
、
陸
の
上
で
上
昇
気
流
が
起
こ
り
、
面
の
方
か
ら
そ
の
穴
地

め
に
風
が
吹
き
込
ん
で
く
る
た
め
で
あ
る
。
夜
は
こ
れ
と
反
対
に
な
る
。
海
風
は
昼
過
ぎ
に
一
番
強
く
、
陸
風
は
明
け
方
に
一

番
強
い
。
陸
風
が
吹
く
時
に
上
の
方
を
反
対
に
海
か
ら
座
に

1
か
っ
て
吹
く
風
が
あ
る
。
平
祁
は
殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
程
度
で

あ
る
。
こ
の
時
内
陸
の
上
府
に
低
気
圧
が
で
き
る
と
陸
風
の
上
を
反
対
に
海
か
ら
陸
に
向
か
っ
て
図
42
の
よ
う
に
吹
く
風
が
強

く
な
る
。
こ
の
風
は
海
上
か
ら
く
る
た
め
に
暖
か
く
て
湿
っ
て
い
る
の
で
陸
風
と
の
間
に
不
述
続
面
を
形
成
し
て
雨
を
降
ら
せ

る
。
日
中
に
な
る
と
陸
風
が
な
く
な
り
、
海
風
が
吹
く
か
ら
風
は
下
府
か
ら
上
眉
ま
で
海
風
と
同
じ
方
向
に
な
り
不
述
続
面
は

解
消
し
て
雨
は
や
ん
で
し
ま
う
。
「
朝
雨
は
女
の
腕
ま
く
り
」
と
は
こ
の
梱
の
雨
で
女
の
腕
ま
く
り
と

以
上
郷
士
で
よ
く
い
わ
れ
る
気
象
佃
諺
の
二
、
三
例
を
あ
げ
て
気
朱
学
的
に
解
説
を
加
え
て
見
た
の

同
じ
よ
う
罰
く
程
の
も
の
で
な
い
と
の
意
か
。

固
朝
雨
は
女
の
腕
ま
く
り
、
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(1リ(IO 

．＿，． 

冬
日
朝
起
き
て
日
光
・
筑
波
•
宮
士
の
見
ゆ
る
時
は
そ
の
日
必
ず
凪
な
り
（
高
気L
Eに
入
り
寒
冷
で
あ
る
が
、
海
控
の
気
温
の
餃
差
が
i
E

秋
山
が
面
、
是
此
の
地
秋
は
凶
よ
り
春
は
東
附
よ
り
凪
吹
く
を
以
て
な
り
故
に
秋
は
山
を
以
て
し
朴
は
面
血
を
見
て
天
気
子
寮
す
る
も
の

な
り
（
冬
の
モ
ソ
ス

ー
ソ
、
夏
の
モ
ソ
ス
ー
ソ
の
正
布
で
あ
る
を
甚
郎
に
と
る
）
。

り

海

面

の

m、
存
行
に
て
風
を
見
る
に
は
、

媒
が
南
方
に
散
ず
る

Pitは
「
な
ら
い
」
が
吹
く
、
北
西
に
敗
ず
れ
ば
内

ち
」
（
な
ら
い
、
こ
ち
等
は
第
三
節
郷
土
と
地
方
凪
に
て
詳
述
し
て
あ
る
）
。

朗
方
日
光
の
小
さ
く
見
ゆ
る
時
は
そ
の
日
の
天
煤
如
何
に
な
り
行
く
と
も
其
の
日

一
日
は
凪
な
り
と
す
。

”
9
9
 

東
風
が
寒
に
吹
き
く
る
時
は
多
く
宙
を
此
ら
す
。
ニ
ッ
岨
の
際
は
西
風
と
東
風
と
に
て
其
日
は
凪
ぐ
、
ニ

ッ
IAと
は
海
に
向
ひ
て
た
ち
た

る
時
左
右
両
方
即
ち
銚
子
方
画
と
太
束
岬
方
面
の
南
方
に
て
咀
る
均
合
を
い
う
。

⑱
風
を
見
て
そ
の
風
下
が
風
上
よ
り
先
に
凪
を
受
く
る
時
は
け
だ
し
風
力
を
強
め
、
風
上
だ
け
公
あ
る
と
き
は
面
も
硝
れ
て
凪
ぎ
易
し
（
寒

冷
前
線
の
近
過
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
）
。

⑨
秋
は
西
、
在
は
東
、
豆
は
消
、
冬
は
北
、
こ
の
苔
は
時
節
に
よ
り
其
の
方
向
を
見
て
其
の
方
向
が
砧
天
な
ら
ば
浜
は
防
天
と
す
る
も
の
な

り
（
冬
の
北
東
モ
ソ
ス
ー
ソ
夏
の
南
東
モ
ソ
ス
ー
ソ
の
正
常
に
発
逹
し
て
い
る
こ
と
）
。

(6) (5) 

夏
時
分
に
て
朝
「
な
ら
い
」
ク
「
こ
ち
」
の
時
は
耕
天
な
り
（
湖
晩
の
気
圧
伍
度
が
正
常
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
）
。

タ
の
時
雨
は
明
日
は
凪
゜

瑚
の
東
窓
は
其
の
日
の
洪
水
、
太
松
の
湖
東
の
空
に
釈
乱
磁
に
風
が
吹
き
流
し
て
穴
を
明
け
て
窓
を
作
る
を
云
う
、
其
の
日
は
天
に
雨
あ

寒
明
き
後
は
沖
の
い
ヂ
合
に
て
天
気
を
見
る
。

，
ー
、ー,|

，
 

＇ー
、2
 

9
,

．
 常

で
あ
る
た
め
）
。

，
ー

、3
 

,
1
.
 

か
月

(+
:
n)
頃
の
湖
、
大
灘
（
沖
合
）
に
当
り
は
や
か
な
る
●ム
あ
る
と
き
は
是
日
一
日
凪
な
り
。

の
中
は
咽
行
の
解
説

た“只
四
方
に
散
ず
れ
ば
「
こ
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" 03む9(JI) Oct (9) (8) (7) (6) (SJ (4) (3) (2) (1) 
る
を
意
味
す
る
も
の
な
り
。

u
『
•
》

朝
虹
は
其
の
日
の
洪
水
、
夕
虹
は
明
の
天
気
、
月
の
満
時
港
に
潜
さ
し
、
但
し
序
に
瀾
あ
り
、
是
れ
月
に
よ
る
干
涵
を
杵
す
る
も
の
な
れ

ど
も
一
段
に
以
上
の
但
諺
の
如
く
彼
等
が
理
の
如
何
な
る
を
知
る
な
く
し
て
実
見
の
ま
ま
を
侶
ず
る

一
端
を
見
る
に
足
ら
ん
。

天
気
の
予
報
に
関
し
て
は
地
方
的
な
佃
諺
が
多
い
。
そ
の
中
で
郷
土
的
な
も
の
二
、
三
例
を
ひ
ろ
い
出
し

閤
鳥
が
な
く
と
閉

下
駄
を
け
っ
て
裏
に
か
え
る
と
面
、
去
が
出
れ
ば
岱

秋
海
在
山
（
秋
は
海
の
方
の
空
が
珀
れ
て
い
れ
ば

Iti天
な
り
、
在
は
山
の
方
が
悶
れ
て
い
れ
ば
店
天
に
な
る
と
い
う
）

秋
北
三
丙
（
秋
は
北
が
精
れ
れ
ば
翌
日
は
店
天
、
什
三
月
は
西
に
公
が
な
け
れ
は
防
れ
に
な
る
）

営
の
多
い
年
は
豊
年

月
が
お
か
さ
を
か
ぶ
る
と
雨

茄
が
顔
を
洗
う
と
天
気
に
な
る

入
辺
公
は
霜
雨
の
兆

鯉
が
池
で
は
ね
る
と
雨

蛙
が
田
く
と
雨

▲

*

f

 

鉦
矧
夜
な
く
と
玲

蛇
が
門
前
を
横
ぎ
る
と
雨

暑
さ
寒
さ
は
彼
れ
ま
で

と

人

“

蜻
蛉
多
く
と
び
乱
れ
る
と
雨

郷
土
の
天
気

9

↑
n
 

に
関
る
但
諺

帷 象

四

て
見
た
い
。
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第二章 気 候

豆
大
島
な
ど
の
南
の
島
々
は
―
一
月
中
旬
、
本
州
・
四
国
・
九
州
の
太
平
洋
岸
は
一
月
上
旬
、
山
問
部
や
東
北
地
方
は
三
月
中

ツ
バ
キ
の
開
花

前

線

と

邸

土

切

第
二
項

因
冬
の
渇
凪
し
け
の
も
と
（
冬
の
凪
い
だ
日
の
あ
と
は
暴
風
雨
の
前
兆
）

四 し0四四 tll)

土
用
の
朝
曇
り
（
朝
暴
り
の
後
は
印
れ
て
身
い
）

四 (19 08 切7) 06 

卯
の
時
雨
に
笠
を
ぬ
け
（
早
朝
の
し
ぐ
れ
は
ま
も
な
く
耕
れ
る
）

朝
霧
は
雨
夕
霧
は
耕

(1$ 

九
月
の
涼
し
い
夜
）

秋
の
北
風
春
ili
（
秋
の
北
風
と
春
の
南
風
は
す
ぐ
西
南
風
に
か
わ
る
か
ら
船
に
の
る
人
は
沖
に
流
さ
れ
な
い
よ
う
注
意
し
た
方
が
い
い
）

乾
夕
焼
降
り
と
見
ろ
（
西
北
の
空
が
夕
焼
け
し
た
ら
雨
が
峰
る
）

頃
は
三
月
夜
は
九
月
（
気
候
の
よ
い
の
は
三
月
（
陰
暦
）
の
あ
た
た
か
な
日

つ
い
た
も
び
よ

9

朔
日
日
和
は
三
日
も
た
ぬ
（
月
初
め
の
悶
天
は
長
つ
づ
き
し
な
い
）

~u 

月
夜
の
か
に
（
月
夜
の
蟹
に
は
身
が
少
な
い
と
い
う
）

二
十
三
夜
は
比
ら
で
も
曇
る
（
二
十
一
ー
一
夜
待
ち
の
快
硝
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
）

u
つ
ば
喩

ニ
八
月
荒
れ
右
衛
門
（
二
月
と
八
月
は
荒
れ
た
日
が
多
い
）

“
 

八
十
八
夜
の
別
れ
霜
（
八
十
八
夜
を
迎
え
る
と
霜
が
降
り
な
く
な
る
）

夕
焼
け
に
鎌
を
と
げ
（
夕
焼
の
翌
日
は
店
天
で
あ
る
か
ら
鎌
を
と
い
で
仕
事
の
用
意
を
せ
よ
）

開
花
前
線
と
郷
土

つ
ば

9
椿
は
春
の
代
表
花
で
あ
る
。
南
国
の
花
ら
し
い
濃
艶
さ
が
あ
る
。
ッ
バ
キ
は
葉
が
あ
つ
い
の
で
厚
葉

木
、
つ
や
が
あ
る
の
で
艶
菜
木
と
よ
ん
だ
の
が
起
こ
り
と
い
う
。
椿
の
開
花
期
は
ー
ニ
月
ー
ニ
月
、
伊
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写16 大輪

古川撮影

い
る
。
気
温
の
分
布
上

ご
一
月
三
一
日
の
曲
線
で
四
国
の
南
東
部
土
佐
"111
水

・
九
州
五
島

っ
“
人

大
輪
の

「
明
ぷ
潟
」
は
―

二
月
の
声
を
き
く
こ
ろ
す
で
に
沿
3

に

紅
が
さ
し
始
め
る
（
が
16
参
照
）
。
五
島
列
品
は
東
径

ー
ニ
九
度
、

径
度
旅
―
一
度

（
紐
度
＝＝
五
度
辺
の
径
度
一

国
的
気
象
要
索
を
も
っ
て

北
東
に
偏
す
る
郷
士
は
南

一
・
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
も

明石渇

S.54.1.10 

度
問
の
紐
線
の
長
さ
は
九

0
度、

九
十
九
里
涌
は
東
径
一
四

里
浦
は
暖
か
い
こ
と
に
な
る
。

南
九
州
は
一
月
一
五
日
前
線
で
こ
の
地
方
よ
り
更
に
わ
が
九
十
九

ば
本
州
中
で
、
わ
が
房
総
半
島
太
平
洋
岸
だ
け
で
あ
る
。
暖
地
の

列
島
に
述
結
す
る
。
伊
豆
語
品
の
ご
一
月
一
五
日
の
地
域
を
除
け

わ
が
九
十
九
里
町
の
ッ
バ
キ
開
花
前
線
は
図
43
に
示
す
如
く
、

旬
、
閲
花
時
の
最
低
気
温
は
二

l
四
．

0
℃
で
あ
る
。
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第二店

印
度
の
も
と
で
は
百
年
位
に
な
る
と
い
う
。

命
は
「
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
．

l

等
よ
り
短
く
五
十
年
位
だ
が
よ
い

気

メ
イ
ヨ
ッ
ノ
」
の
功
釈
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
樹
の
寿

候

が
今
日
庶
民
の
も
の
と
な
っ
た
の
は
、

ー
つ
は
こ
の
「
ソ

か
で
美
し
い
。
昔
は
伐
族
階
級
の
も
の
で
あ
っ
た
お
花
見

花
が
咲
き
、
満
開
時
に
は
他
の
サ
ク
ラ
に
比
べ
て
は
な
や

サ
ク
ラ
の
モ
者
「
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
」
は
葉
の
で
る
前
に

と
も
い
え
よ
う
。

し
た
こ
と
が
「
サ
ク
ラ
」
に
対
す
る
愛
俯
を
は
ぐ
く
ん
だ

は
春
の
労
慟
開
始
を
教
え
て
く
れ
た
貨
頂
な
花
で
、
こ
う

農
耕
民
校
で
あ
っ
た
日
本
人
に
と
っ
て
、
「
サ
ク
ラ
」

親
し
ま
れ
て
き
た
花
は
他
に
は
な
い
。

サ
ク
ラ
の
開
花

前

線

と

郷

土

ラ
」
ほ
ど
背
か
ら
人
々
に
愛
さ
れ

春
を
彩
る
多
く
の
花
の
中
「
サ
ク

を
如
実
に
物
品
っ
て
い
る
。

っ
て
南
国
的
で
あ
る
。

ツ
バ
キ
の
開
花
前
線
は
、
こ
の
事

二
月
下
旬
の
わ
が
郷
土
は
九
州
佐
多
岬
辺
と
等
値
点
に
あ

- - - -------~--~---- --- - -- -- - --

I ~.^ i 
I 

s . ~ ,＾ヽ'` ~'-

03ヽ ：」E-三〗。、予°IS i 

I 33り。りご戸三杏—-331 1 

I 。/ 3.2S • I 
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図44 サクラ（ソメイヨシノ）の開花日 3. 25は3月258を示す

ももせ、なるお 気象庁産業気象鰈より
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第四節 雑 象

モ・
・、
ジ
と
い
え
ば
こ
の
カ
エ
デ
を
指
す
。
モ
‘
‘
、
ジ
は
色
を

京
都
の
郊
外
高
雄
が
「
イ
ロ
ハ
カ
エ
デ
」
の
名
所
、
普
通

を
見
よ
う
。

た
の
で
あ
る
が
、
秋
か
ら
冬
へ
の
訪
れ
を
告
げ
る
紅
葉
前
線

カ
エ
テ
の
紅
葉

前

線

と

邸

土

ラ
」
「
ッ
バ
キ
」

の
開
花
前
線
を
見

冬
か
ら
春
へ
の
訪
れ
と
し
て
「
サ
ク

地
的
傾
向
が
強
い
。

最
も
早
い
前
線
で
「
ッ
バ
キ
」
前
線
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
暖

四
国
の
空
戸
岬
・
足
摺
岬
よ
り
は
一
週
間
遅
い
。
関
東
で
は

半
品
・
瀬
戸
内
を
結
ん
で
本
州
の
中
で
最
暖
前
線
で
あ
る
c

太
乎
洋
ペ
ル
ト
ラ
イ
ソ
を
走
っ
て
い
る
。
伊
豆
半
島
•
紀
伊

十
九
里
浦
の
前
線
は
図

44
に
示
す
如
V
-＝
月
＝
―
-
日
前
線
で

山
問
地
で
一
―

-
l
四
℃
以
上
に
な
る
と
咲
き
始
め
る
。
わ
が
九

で
七
．

0
℃
以
上
関
東
地
方
で
五
．

0
℃
以
上
東
北
地
方
の

一
週
問
遅
れ
る
、
最
低
気
温
か
ら
見
る
と
近
骰
以
西
の
暖
地

追
に
は
五
月
下
旬
に
到
沼
す
る
。
粒
開
前
線
は
こ
れ
よ
り
約

開
花
前
線
は
三
月
下
旬
に
九
州
南
部
を
ス
ク
ー
ト
し
北
海

II.” 

ヽ
b~' -"° 

図45 イロハカエデの紅葉日（平年値）

ももせ、なるお 気象庁産業気象牒より
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第二章 気 候

参
考
文
献

大

谷

束

平

科
学
新
書昭

、
一
六

祭
魚
洞
文
庫

明
治
、
四
四

加

藤

菟

歴
史
読
本

昭
、
四
八

昭
、
五
一

（
古
川
力
）

「
モ
｀
｀
、
出
す
」
と
い
う
意
で
、
高
雄
の
肛
葉
は
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
い
燃
え
る
よ
う
な
紅
葉
は
九
十
九
里
浦
で
は
想
像
で
き
な

い
。
秋
に
な
っ
て
気
温
が
下
が
り
殴
低
気
温
が
八

l
九
℃
以
下
の
日
が
続
く
こ
と
が
条
件
で
あ
る
。
気
温
の
下
降
が
著
し
い
土

地
ほ
ど
紅
葉
が
早
ま
る
。
麻
雄
は
こ
の
条
件
に
よ
く
あ
て
は
ま
る
土
地
だ
。

高
雄
の
よ
う
な
条
件
と
反
対
に
秋
に
曇
雨
天
が
多
く
暖
か
い
日
が
統
く
と
紅
葉
は
遅
れ
る
。
図
45
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
一
―

月
二

0
日
の
紅
葉
前
線
は
太
平
洋
南
岸
に
沿
っ
て
、
前
述
と
同
じ
よ
う
に
太
平
洋
ペ
ル
ト
ラ
イ
ソ
に
沿
っ
て
走
る
。
秋
に
な
っ

て
気
温
の
下
降
は
九
州
の
日
南
海
岸
と
九
十
九
里
海
岸
は
同
じ
条
件
で
気
温
の
下
降
が
お
そ
い
、
日
本
列
品
の
最
遅
前
線
で
あ

る
。
換
苫
す
れ
ば
晩
秋
が
近
づ
い
て
も
最
低
気
温
が
八

l
九
℃
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
暖
か
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

以
上
は
二
、
三
例
に
よ
る
開
花
前
線
と
郷
土
の
雑
象
を
と
ら
え
て
郷
土
の
気
候
的
特
色
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

九
十
九
里
浦
片
貝
村

天
気
図
と
天
気
予
報

饂
鉛
操
網
漁
栗
調
査

万
有
こ
よ
み
百
科

生
活
ア
ル
マ
ナ

ッ
ク
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第一節 九十九里ilOの海m線（汀線）の変動

第
三
章

海
退
現
象
と
潮
流

九
十
九
里
浦
の
海
岸
線
（
汀
線
）

わ
が
郷
+
‘
九
十
九
里
町
は
そ
の
地
形
的
成
因
に
つ
い
て
、
第
一
節
隆
起
而
片
ギ
野
と
し
て
の
九
十
九
里

(

1

)

 

浜
中
野
の
と
こ
ろ
で
詳
述
し
た
。
本
町
は
土
地
の
隆
起
述
動
に
よ
っ
て
沖
耕
世
に
新
し
く
造
成
さ
れ
た
の

ウ

9

そ
の
限
り
を
知
ら
な
い
太
ギ
洋
の
波
打
際
に
た
っ
て
悠
久
な
空
問
を
思
う
と
、
今
た
ち
ど
ま
っ
て
い
る
こ
の
波
打
際
も
数
百

年
後
ぱ
内
陸
部
に
移
り
か
わ
っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
地
殻
の
隆
起
が
隆
起
海
岸
を
必
り
出
す
の
で
あ
る
が
、
又
一
面
海

(

2

)

 

面
の
ド
降
に
よ
っ
て
生
じ
た
疵
作
を
さ
す
こ
と
も
あ
る
。
降
起
又
は
下
降
以
前
の
面
岸
が
岩
石
面
作
の
均
合
は
、
海
仕
棚
、
海

底
堆
柏
台
が
あ
ら
わ
れ
る
。
本
町
の
よ
う
に
砂
浜
海
岸
の
場
合
は
面
底
堆
釈
台
が
現
れ
る
。
面
底
堆
耕
台
は
平
垣
而
で
而
岸
舷

は
平
沿

Ift綱
に
な
る
。
こ
れ
を
離
水
面
岸
と
も
い
い
、
陸
地
は
面
の
中
に
進
Iliす
る
。
そ
の
結
果
陸
地
側
の
勢
い
が
強
く
海
が

埋
め
ら
れ
た
状
態
と
な
る
。
こ
れ
を
海
退
現
象

p
r
o
g
r
a
d
n
t
i
o
n
(
プ
ロ
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ソ
）
と
い
う
。

こ
こ
に
広
大
な
海
因
ル
平
野
が
砧
成
さ
れ
る
。
わ
が
九
十
九
里
浜
平
野
は
こ
う
し
て
砧
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
Tょ
1
7
参
照
）
。

で
あ
る
。

海

退

現

象

と

は

第
一
節

の
変
動
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”三内海退現象と嘲流

図46 関東平野の地形区分
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第一節 九十九里浦の海岸線（汀線）の変動

里
浜
平
野
は
ま
だ
海
面
下
に

る
こ
と
か
ら
も
当
時
九
十
九

と
の
交
わ
る
線
で
、
海
波
の
没

を
海
岸
線
と
定
め
た
も
の
で
あ

伝
説
に
よ
る
と
弘
法
大
師

（
空
面
七
七
四
i
八
三
五
）
の

ご
C
ウ
ん
し
~
く
い
し

御
巡
錫
の
際
に
、
成
東
町
石

塚
山
（
波
切
不
動
尊
）
に
た
っ

と
9
あ
い

9
つ

て
「
龍
を
波
焉
相
拍
」
と
あ

ー

あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

る。 る
か
ら
、
干
満
二
汀
線
の
中
閻

食
な
ど
に
よ
っ
て
常
に
変
動
す

rJ•‘ヽ．
（ ヽ

.}—. 
〉¥．
＼ 

武

い
る
。
汀
線
と
は
海
面
と
陸
地

郡

を
地
形
的
に
は
汀
線
と
よ
ん
で

最
も
古
い
九
十

九
里
浜
の
汀
線

の
こ
と

海
岸
線

•• 
I
 

．本
須

ヽ

．．
 

＼
 

五
木
田
グ̀

4 

＼
、
（
、

>

姐ii琴 l.
\． I•~-•.....、
ゞ‘・¥
禾生褐 ‘¥ 

旧長生郡豊岡村 ‘・ー・

辺

郡

長柄郡

図47 和名抄に見られる山辺郡七郷の図 古JII力原図
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第三霞 海退現象と闇直

田
寛
一
は
推
論
し
て
い
る
。

当
時
洪
租
台
地
の
下
総
台
地
の
末
端
は
海
崖
と
し
て
太
平
洋
の
波
潟
を
直
接
う
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
は
石
塚
山
の

崖
下
の
貝
ガ
ラ
の
入
っ
た
地
陪
（
凝
灰
岩

成
束
石
と
も
い
う
）
が
波
食
地
形
を
残
し
て
い
る
（
図
4
6
参
照
）
。
然
し
石
塚
山
魏
に

太
平
洋
の
波
が
打
寄
せ
て
い
た
時
代
は
歴
史
時
代
よ
り
は
る
か
に
遡
っ
た
地
質
時
代
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
平
野
の
歴
史
的
考
察
に
よ
っ
て
、
九
十
九
里
浜
平
野
へ
の
人
間
の
占
居
の
発
迷
を
次
の
よ
う
に
考
察
す
る
。
す
な
わ
ち
下
総
台

(

5

)

 

地
の
閃
緑
の
貝
塚
生
活
の
後
に
、
平
野
の
歴
史
時
代
の
居
住
が
は
じ
ま
り
蚊
も
内
側
の
砂
堆
上
に
延
喜
式
の
郷
可
の
所
在
地
が
あ
っ
た
。

栗
山
川
以
北
で
は
砂
堆
の
列
の
四
番
目
、
南
部
で
は
五
番
目
が
延
喜
式
の
水
平
的
な
分
布
の
限
界
と
さ
れ
て
い
る
。
四
番
目
の
砂
堆
が
海
岸

か
ら
約
ニ
キ
P

メ
ー
ト
ル
、
五
番
目
は
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
あ
た
る
か
ら
一
千
年
問
に
二

t
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
汀
舷
が
追
出
し
た
、
と
内

和
名
抄
に
見
え
る
図
47
に
示
し
た
山
辺
郷
・
武
射
郷
は
平
安
中
期
に
は
あ
る
程
度
開
発
さ
れ
集
落
化
が
見
ら
れ
た
わ
け
で
あ

る
。
台
地
の
末
滋
よ
り
肛
距
離
で
お
よ
そ
ニ
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
点
で
、
こ
の
時
代
九
十
九
里
浜
平
野
の
沿
岸
集
落
が
農

業
生
産
地
と
し
て
開
発
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
海
岸
線
よ
り
あ
る
程
度
の
距
離
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
武
射
郷
・

禾
生
郷
が
一
郷
を
形
成
し
て
い
る
以
上
（
人
ロ
一
五

0
0人
ぐ
ら
い
）
汀
線
ま
で
は
近
距
離
に
し
て
も
一
ー
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
距

離
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
推
定
し
て
見
る
と
、
こ
の
こ
ろ
の
汀
線
は
す
で
に
第
四
砂
堆
は
ほ
ぼ
陸
化
し
等
砧
線

で
は
五
ー
六
メ
ー
ト
ル
の
所
に
当
る
五
木
田
、
白
幡
、
東
中
の
集
蕗
の
前
地
が
汀
線
の
位
訟
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
五
ー
六

メ
ー
ト
ル
の
等
潟
線
が
汀
線
で
あ
っ
た
時
代
は
そ
れ
以
前
で
、
却
っ
て
武
射
郷
の
開
発
が
平
安
中
期
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
物
語

＜
述
べ
て
い
る
。

2

故
内
田
寃
一
は
「
九
十
九
里
浜
地
方
に
お
け
る
人
文
の
発
達
と
海
岸
線
の
変
化
(
-
九
一

l-0)」
の
論
文
の
中
で
次
の
如
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第一節 九十九里浦の海洋線（汀線）の窪動

図48 Smの等高線とその地域 S 1 : 25,000 

3
 

る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

る。

4

中
野
杓
正
は
「
日
本
の
平
野
」
の
中
で
次
の
如
く
述
ぺ
て
い

る。

J

の
説
に
対
し
て
は
多
少
の
児
論
が
あ
る
よ
う
で
あ

(

9

)

 

小
笠
原
義
勝
の
「
関
東
東
部
に
お
け
る
先
史
時
代
以
降
の
地
形
発
迷
史
概
報
」
の
所
論
を
要
約
す
る
と
、

(

1

0

)

 

九
卜
九
里
浜
平
野
で
は
摂
恥
一

O
l
-
l
メ
ー
ト

ル
の
汀
総
の
存
在
は
成
東
川
・
木
戸
川
が
奥
探
く
入
り
こ
ん
だ
樹
枝
状
谷
の
谷
底
平
野

に
の
ぞ
ん
だ
急
出
が
あ
り
こ
の
籍
辺
部
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
時
代
を
範
文

(
1
1
)
 

前
期
の
中
策
の
黒
浜
期
で
あ
る
（

m-窟
参
照
）
。

そ
の
後
涌
退
現
象
は
除
々
に
行
わ
れ
悦
“3
L
I
1ハ
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま

で
地
盤
の
隆
起
に
よ
っ
て
後
退
し
こ
の
地
点
に
て
恒
時
静
止
し
た
（
図
48

参
照
）
。
こ
の
時
代
は
羅
文
中
期
の
初
然
と
見
な
さ
れ
る

年
前
）
。

小
笠
原
説
に
よ
れ
ば
約
四
、
九

0
0年
前
の
汀
線
は
図
48
に
示
し

た
御
門
・
宿
•
関
下
・
上
村
・
小
沼
田
を
辿
結
し
た
五
メ
ー
ト
ル
線

上
と
な
る
。

貝
塚
狩
料
を
潤
ぺ
て
み
る
と
、
九
十
九
屯
浜
平
野
内
で
は
貝
塚
所
在
地

は
き
わ
め
て
少
く
、
ま
た
あ
っ
て
も
I
l
l
期
の
も
の
で
は
な
く
て
中
期
以
後

の
も
の
で
あ
り
、
後
期
の

H
塚
は
大
網
や
東
金
附
近
で
海
抜
一
〇
メ
ー
ト

（
約
四
九

0
0
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第三南 海退現象と濶渚

と
と
な
る
。

図49 山武郡lB録海村の図 S 1 : 50,000 

以
上
の
所
論
を
要
約
す
る
と
古
い
汀
線
位
侶
は
台

そ
れ
よ
り
多
少
以
前
に
面
の
逆
も
ど
り
が
行
わ
れ
た
と

ニ
の
移
行
の
過
程
に
お
い
て
、
繹
文
後
期
、
ま
た
は

｀ ヽ

定
す
る
こ
と
は
困
類
で
あ
る
。
海
進
皿
始
の
初
期
に
火

時
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
現
状
で
は
そ
の
時
代
を
確

附
大
の
傾
向
を
た
ど
っ
た
が
、
新
し
い
陸
地
の
特
色
は

堤
列
と
堤
問
低
地
の
く
り
か
え
し
で
あ
る
。
し
た
が
っ

(

1

2

)

 

て
海
進
の

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

に
追
し
た
の
は
そ
の
前
の

山
活
動
を
反
映
す
る
浮
石

W
を
Jit
訳
し
、
貝
化
石
は
下

部
か
ら
上
部
に
外

if性
か
ら
内
陸
性
の
移
行
を
示
し
て

考
え
ら
れ
る
。

地
関
絃
部
に
設
も
近
し
砂
堆
が
錫
文
後
期
に
挫
化
し
、
こ
の
砂
堆
の
東
端
に
そ
の
こ
ろ
大
平
祥
の
波
面
が
押
し
よ
せ
て
い
た
こ

上
に
あ
っ
た
と
ャ
，
ぇ
ね
．は
な
ら
な
い
、
そ
の
後
陸
地
は

成
す
る
内
側
の
堤
列
の
、
少
く
と
も
一
蔀
は
す
で
に
挫

文
後
期
（
約
四
千
年
前
）
に
は
九
十
九
里
浜
平
野
を
構

ル
程
度
の
沖
梢
平
野
部
に
進
出
し
て
い
る
。
従
っ
て
編
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第一節 九十九里浦の海岸線（汀線）の変動

旧
汀
線
に
関
す

る
本
町
の
文
献

い
る
。

最
近
に
お
け
る
旧

汀
線
高
度
の
測
定

が
あ
る
の
で
紹
介
し
た
い
。

の
中
で
、

山
武
郡
旧
緑
海
村
（
現
成
束
町
）
の
宿
ノ
下
•
関
ノ
下
の

宵
野
寿
郎
は
「
九
十
九
里
浜
平
野
の
地
誌
学
的
研
究
」

、、

、
、
、
、
、
、
、

海
浜
開
懇
地
に
つ
い
て
次
の
如
く
述
ぺ
て
い
る
。

た
伝
い

h

松
ケ
谷
の
今

oolIJ次
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
新
田
集
落
の
所
に
究
文
度
の
府
入
地
簡
（
図
49
参
照
）
そ
れ
よ
り
順
次
海
岸
に
向
か
っ
て

元
禄
股
（
幅
約
一
五

0
米
）
安
永
度
（
幅
約
一

0
0米
）
嘉
永
度
（
幅
約
二
五

0
米
）
及
び
明
治
三
三
年
渡
払
い
下
げ
の
地
（
栢
約
三

0
0

米
）
が
あ
り
、
過
去
約
三

0
0年
問
に
八
百
メ
ー
ト
ル
の
椛
を
有
す
る
海
岸
一
術
の
地
が
冊
墾
さ
れ
た
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
村
の
海

岸
舷
移
動
は
一

0
0年
間
に
約
二
町
で
あ
る
か
ら
三

0
0年
問
に
は
六
五
〇
余
メ
ー
ト
ル
の
進
出
と
な
り
、
新
開
墾
地
の
八

0
0
メ
ー
ト
ル

に
比
し
て
そ
の
問
に
甚
だ
密
接
な
関
係
が
あ
る
事
を
知
る
と
、
述
べ
て
い
る
。

菊
地
利
夫
は
「
九
十
九
里
浜
に
お
け
る
臨
海
集
落
発
逹
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
」
で
大
綱
白
里
町
四
天
木
の
古
地
図
に
よ

っ
て
年
問
約
ニ
メ
ー
ト
ル
の
陸
地
が
前
進
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

以
上
六
例
を
も
っ
て
九
十
九
里
浜
の
旧
汀
線
に
関
す
る
所
論
を
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
詳
細
は
す
で
に
第

一
章
で
ふ

れ
た
わ
け
で
あ
る
。

6
 

5
 

横
浜
国
立
大
地
理
学
教
室
、
太
田
陽
子
、
東
京
都
立
大
地
理
学
教
室
、
貝
塚
爽
乎
、
菊
地
隆
男
、
内

藤
博
夫
等
に
よ
っ
て
「
時
代
を
異
に
す
る
汀
線
砧
度
の
比
較
に
よ
る
地
殻
変
動
の
考
察
」
と
い
う
論

説
の
中
で
測
定
の
数
値
的
取
扱
い
方
法
に
新
分
野
を
開
拓
し
た
、
汀
線
測
定
の
桔
度
は
、
汀
線
の
時
代
が
沖
駅
世
の
も
の
よ
り

洪
租
世
の
も
の
の
方
が
よ
い
。
更
に
沖
梢
世
汀
線
の
測
定
に
は
汀
線
で
な
く
と
も
堆
甜
物
上
限
麻
度
を
測
定
す
る
と
論
及
し
て

本
町
に
採
収
さ
れ
て
い
る
四
万
点
近
い
古
文
也
の
中
に
珍
し
く
も
旧
汀
線
を
知
る
二
、
三
の
手
が
か
り
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第三京 海退現象と闇流

云
吋
忌

i'
祖―,7/ 

そ
社tT 

そ
し

9

一
七
八
六
年
（
天
明
六
午
）
三
月
「
浜
用
鋪
下
芝
内
見
帳
」

此
均
所
白
砂
塩
入
に
て
田
畑
二
相
成
申
さ
ず
候

（
二
八
八
米
）
家
数
水
呑
拾
弐
軒
絵
図
付

（図
50
は
そ
の
絵
図
写
）
と
あ
る
。

に
よ
れ
ば
（
写
18
参
照
）

2

小
川
家
文
也

あ
ら
“
い
ご
い
し

新
生
投
よ
り
新
右
工
門
納
屋
脇
辺
迄
南
北
百
拾
七

IHI、
東
西
六
拾
問
是
よ
り
浪
打
捺
迄
百
四
拾
四
間
（
二
五
九
・
ニ
米
）
と
あ

次
に
同
家
一
七
八
九
年
（
寛
政
元
）
「
新
納
屋
場
割
賦
取
替
は
す
述
印
之
帳
」
に
よ
れ
ば

る。

,．
 午

の
御
恥
入
地
尻
此
度
柑
改
候
右
地
所
之
義
は
浪
打
際
よ
り
百
一
一
＿
拾
問
（
二
三
四
米
）
と
あ
る
。

又
同
家
一
八
四
二
年
（
天
保
一
三
）
の
御
用
留
「
片
且
村
面
岸
持
出
絵
図
」
（
図
51
参
照
）
に
よ
れ
ば
（
七
糾
下
巻
ー
―
-
＝
＿
九
頁
）

“,~ 
村
方
居
家
よ
り
浪
打
際
迄
凡
弐
百
九
拾
閻
（
五
ニ
ニ
米
）
と
あ
る
。 ．ヽ

写18 浜屋籟下芝内見

帳天明 6(1786) 

小川蒙文書

私
煩
新
地
之
東
波
う
ち
際
迄
凡
百
六
拾
問
余

申
上
候
」
に
よ
れ
ば
、

』
付

御
新料
田所

出芦r

北浜屋敷

斤ぅ垣

凡晶

且間っ
Cで

程ち

r 際n応
ク＾

図50

享
和
二
戌
年
（
一
八

0
二
）
「
恐
れ
な
が
ら
御
尋
二
付

年

1802（享和2)
飯高家古地図写

御
料
御
新
田
下
よ
り
浪
打
際
迄
東
西
―
―
―

10間
（
ニ

三
四
米
）
と
あ
る
。

御
検
地
田
上
帳
」
に
よ
れ
ば

ー

飯
店
家
文
魯
、

一
七
七
六
年
（
安
永
五
申
）
の
「
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”―節 九十九旦浦のi10}．tt線 (fr線）の変動

中

田

弐

畝

歩

仁

兵

衛

下
ャ
前
追
脇

メ
ー
ト
ル
強
の
海
退
現
象
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

る。 研
究
等
を
誠
り
込
ん
で
元
禄
汀
線
・
天
保
汀
線
を
推
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
元
禄
の
旧
汀
線
は
本
町
で
は
一
宮

l
銚
子

一
七
〇
三
年
（
元
禄
戻
）
以
降
前
述
の
本
町
狡
料
を
二
万
五
千
分
の
一
地
形
図
上
に
安
永
（
一
七
七
六
）
汀
綜
・
寛
政
(
-
七

八
九
）
汀
線
・
享
和
（
一
八
〇
二
）
汀
線
・
天
保
（
一
八
四
三
）
汀
線
・
明
治
(
-
八
八
三
）
汀
線
を
推
定
し
て
落
し
て
見
る
と
図

52

の
通
り
で
あ
る
。

た
だ
し
明
治
汀
線
と
は
一
八
八
三
年
（
明
治
一
六
）
の
参
謀
本
部
陸
軍
部
洞
品
局
二
万
分
の
一
地
形
図
に
よ

元
禄
汀
線
よ
り
天
保
汀
線
ま
で
は
虹
距
離
で
三
五
〇
メ
ー
ト
ル
、
こ
の
問
ニ
ニ
九
年
の
時
代
が
経
過
す
る
。
従
っ
て
年
問
二

更
に
江
戸
初
期
、
街
川
家
康
が
関
東
へ
人
国
し
江
戸
に
開
位
す
る
。

線
）
更
に
さ
か
の
ぽ
っ
て
東
金
城
洒
井
の
東
金
入
城
の
一
五
ニ
―
年
（
大
永
元
年
）
大
永
汀
線
を
設
定
し
て
見
た
。
上
記
の
よ
う

に一―

1
0
0年
間
に
約
六
五

0
メ
ー
ト
ル
の
海
退
現
匁
が
見
ら
れ
る
と
仮
定
し
て
の
推
定
汀
線
で
あ
る
（
図
5
2
参
照
）
。

“hつ
じ

本
町
誌
賓
料
小
川
家
文
氾
一
五
九
四
年
（
文
禄
＝
一
年
）
の
「
片
貝
村
田
畑
御
縄
辻
帳
（
水
松
）
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
田
畑
の
う

ち
、
最
も
海
岸
よ
り
に
見
え
る
い
く
つ
か
を
拾
っ
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

問
の
111バ
迫
に
ほ
ぽ
一
致
す
る
。

近
世
後
半
に
お
け
る
九

十
九
里
浜
の
推
定
汀
線

一
六

0
三
年
（
慶
長
八
年
）
を
江
戸
初
期
汀
線
（
慶
長
汀

敢
近
東
面
地
衷
予
知
に
伴
っ
て
、
元
禄
地
捉
の
研
究
が
盛
ん
と
な
り
、
県
消
防
防
災
課
で
は
元

禄
地
裳
ー
九
十
九
里
浜
大
律
波
の
記
録
ー
等
の
研
究
が
す
す
み
前
述
の
太
田
腸
子
の
学
術
的
な
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第三れ 面退現象と滉液

場昼

芝
納

際

よ

り

＇

サ
恰
町
先
凡
六
る
程

芝

地

尺

鳩

検
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匝
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＇

御

尋

納

月
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場
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か
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ニ
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年
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私
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新
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村

組

頭

柁

太

郎鹸
左
衛
門

庄
兵
衛

私
領
潤
新
田

U
鉛
ド
納

H
め

.
1
9
,
4
,
：
四
給

m店
半
節

m場

(
 

私
頑
御
新

ru

私
領
御
新
田

粟

生

村

•` 

片
貝
村
海
岸
持
屯
飩
絵
図

図51 上総国山辺郡片貝村海燦持場絵図

小川家文書御用留 1糾2（天保13)
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第一節 九十九里浦の海岸線（汀線）の変動

註
(
1
)

沖
積
世
地
竹
学
上
新
世
代
の
後

半
、
第
四
問
氷
期
に
つ
づ
き
、
河
川

h
f
 

な
ど
の
運
搬
し
た
砂
森
・
粘
土
に
よ

っ
て
沖
駅
柑
が
形
成
さ
れ
た
時
期

い
こ
と
と
思
う
。

（
古
川
力
）

汀
線
の
推
定
線
に
は
大
き
な
誤
差
は
な

ー
ト
ル
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
従
っ
て
疫
長

地
点
か
ら
脱
長
汀
線
ま
で
は
五
八
〇
メ

り
の
最
前
端
は
、
下
ク
ヤ
前
で
、
こ
の

一
年
）
ご
ろ
開
発
さ
れ
て
い
る
汀
線
よ

以
上
の
よ
う
に
一
五
九
四
年
（
文
禄

下
ク
ヤ
道
で
六
筆
あ
る
。

中

田

八

畝

六

歩

仁

兵

衛

下
ク
ヤ
道

下

畑

弐

畝

歩

又

右

ヱ

門

中
田

三
畝
四
歩

下
ヤ
前

又
右
ヱ
門

,. -c... ・,.・.・,. -... -・..... 
』 し ’.と-• b 'ー・ゞ• • 'ヽ •- ． "8汀Ill(1883) 天像汀縁 (190)

図52 本町における近世後期の汀線推定図 S 1 : 25,000 古川原図
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第三ほ 海退現象と潮流

で
、
日
本
で
は
そ
の
初
期
か
ら
繹
文
文
化
が
展
開
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)

海
仕
棚
隆
起
海
岸
に
見
ら
れ
る
地
形
で
、
海
底
に
あ
っ
た
比
較
的
平
な
面
が
隆
起
し
た
も
の
。

(

3

)

洪
梢
台
地
地
釘
学
で
新
世
代
の
第
四
紀
前
半
を
洪
積
世
と
い
う
。
こ
の
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
台
地
を
さ
す
。
成
東
・
東
金
の
台
地

は
洪
積
台
地
で
あ
る
。

(

4

)

海
庄
隆
起
前
の
古
い
海
岸
線
は
後
退
し
て
可
成
り
高
所
に
往
時
の
汀
線
の
位
佐
を
示
し
て
い
る
地
形
を
い
う。

，
~
（
し

9

(
5
)

延
召
式
延
喜
格
式
の
こ
と
、
平
安
中
期
の
法
令
犯
、
三
代
格
式
の
一
っ
延
社
格
は
藤
似
時
平
ら
の
紺
集
に
よ
り
九

0
七
年
完
成
、

八
六
六

1
九

0
七
の
爪
姿
法
令
を
染
録
し
た
一

0
巻
・
延
社
式
は
藤
原
忠
平
ら
の
編
集
に
よ
り
九
二
七
年
完
成
。
九
六
七
年
施
行
。
さ

き
に
編
集
さ
れ
た
。
弘
仁
・
貞
観
両
式
や
そ
の
後
の
式
を
染
大
成
し
た
。
の
ち
の
公
家
政
治
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
。
五

0
巷

律

令

制
度
に
つ
い
て
の
重
要
史
料
。

ゎ
み
ょ
，
．
い
じ
9
9し
ょ

9

0

c

ヽ
と
の
し
た
，；＇

(
6
)

和
名
抄
倭
名
類
来
抄
の
略
、
平
安
中
期
九
―
―

-0
年
代
に
源
頭
に
よ
っ
て
編
さ
ん
さ
れ
た
淡
和
辞
也
・
百
科
辞
典
的
な
分
類

に
よ
り
古
代
の
百
科
・
語
学
の
研
究
に
重
要
な
史
科
「
倭
名
抄
」
が
正
し
い
。

ゃ
●

C
ベ

(
7
)

武
射
郷
山
辺
郡
の
七
郷
の
一
っ
、
山
武
郡
旧
毀
成
村
に
大
字
武
射
田
が
あ
る
、
武
射
郡
界
に
接
し
て
い
る
。

荏
谷
の
東
で
海
浜
に

至
っ
て
い
な
い
。

ぁ

aム

(
8
)

禾
生
郷
鎌
倉
光
明
寺
一
四
五
三
年
（
享
徊
二
）
の
文
也
に
粟
宇
郷
と
あ
る
。
旧
股
海
村
粟
生
の
地
は
海
浜
の
祇
村
で
古
代
の
郷
里

で
な
い
。
従
っ
て
禾
生
は
旧
幅
岡
村
・
増
穂
村
あ
た
り
長
生
郡
粟
生
野
の
近
く
の
地
か
。

(
9
)

先
史
時
代

P
r
e
h
i
s
t
o
r
i
c
a
g
e

考
古
学
上
の
時
代
区
分
の
一
っ
人
類
が
す
で
に
文
化
を
創
造
し
て
は
い
た
が
、
文
献
的
史
料
が
全

く
存
在
し
な
い
時
代
。

(
1
0
)

樹
枝
状
谷
洪
積
台
地
末
端
の
若
い
没
食
谷
で
樹
木
の
枝
を
広
げ
た
よ
う
に
奥
洗
く
入
込
ん
で
い
る
谷
。

(11)

黒
浜
期
縄
文
前
期
の
中
第
九
十
九
里
涌
で
は
早
期
の
隆
起
後
沈
此
運
励
が
は
げ
し
く
揉
硲
―
一

米
位
ま
で
海
水
が
入
り
こ
ん
で
し

ば
ら
く
静
止
の
時
代
が
あ
る
。
こ
の
期
を
さ
す
、
台
地
の
谷
の
忍
移
点
お
よ
び
段
丘
而
が
形
成
さ
れ
た
。

(12)

海
進

R
c
t
r
o
g
r
a
d
a
t
i
o
n

海
退
現
象
の
反
対
な
現
象
で
波
浪
の
勢
が
強
く
、
又
は
地
盤
の
沈
峰
迎
勁
な
ど
に
よ
っ
て
陸
地
が
失
わ

れ
て
行
く
現
象
。

参
考
文
献
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亮二節 九十九里浦の沿iil流と開砂

水
」
と
い
っ
て
、
塩
分
の
淡
い
河
水
な
ど
陸
作
か
ら
真
水
の
注
入
を
海
水
は
多
分
に
受
け
て
い
て
、
栄
投
塩
類
を
比
較
的
豊
腐

に
含
有
し
、
沖
合
に
く
ら
ぺ
て
濁
っ
た
生
物
の
多
い
水
塊
で
あ
る
。
そ
こ
で
潮
汐
流
、
沿
粋
流
が
激
し
く
榊
き
、
波
浪
、
ウ
ネ
リ

ま
た
陸
棚
四
内
の
水
深
が
二

0
0メ
ー
ト
ル
内
外
よ
り
浅
い
海
、

す
な
わ
ち
浅
面
で
、

」
の
水
域
に
は
い
わ
ゆ
る
「
沿
岸

九
十
九
里
浦
の

沿
岸
流
の
流
動

の
、
九
十
九
里

nliぱ
外
洋
に
面
し
て

い
る
た
め
波
が
荒
く
沿
岸
流
が
激
し
い
。

1・
I I 

J I I 

ヵ

九
十
九
里
浦
は
広
い
、

北
東
姻
の
行
部
岬
か
ら
南
西
沿
の
太
東
岬
に
至
る
五
六
・
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

第
二
節
九
十
九
里
浦
の
沿
岸
流
と
漂
砂

近
世
初
期
九
十
九
屯
桶
沿
海
比

り
稔
地
理
昭
、
四
七

九
十
九
里
町
誌
紺
犯
委
ハ
会
九
十
九
用
町
誌
稔
況
紺
昭
、
五

0

泊

水

啓

八

郎

房

船

の

自

然

誌

昭

、

二

七

b
J
範
辺
甘
刊
行
会

M
紀

設

＂

は

第

二

輯

昭

、

四

廿

野

力

郎

漁

村

水

産

地

刑

学

研

究

昭

、

六

没

井

治

平

自

然

地

理

学

の

屈

礎

的

知

澁

昭

、

四

千
槃
限
紀
務
部
iM防
防
災
課
元
仕
地
震
ー
九
十
九
里
浜

大

祁

波

の

記

録

昭

、

Jio
,

f

E

 

d
,
0

ぷ

．＇
~

松

井

健

火
刈
地
質
と
土
壌
生
成
と
の
関
係
ー
九
十
九
里
海
Jii
平
野

の
例
ー

第
四
紀
研
究
時
代
を
伐
に
す
る
汀
線
砧
腹

太

m、
貝
塚

菊
地
、
内
藤

の
比
較
に
よ
る
地
か
く
変
動
の
考

察

九
十
九
里
町
誌
紺
集
委
ハ
＾
工
所
蔵
古
文
JI

九
卜
九
里
町
誌
沢
れ
集
第
七
輯
下
ル
J

ー

反

対

方

向

の

沿

岸

流

、

漂

砂

の

移

動

と

築

港

と

の

関

係

I
村
絵
図
の
部昭

、
五

tt 

n本
の
平
野
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第三屯 海退現象と潮流

る。 と
呼
ん
で
い
る
、

照）。
浜
辺
に
砂
を
堆
栢
し
て
沿
岸
州

(
o
f
f
-
s
h
o
r
e
B
a
r
)

を
造
成
し
、
暗
に
沿
岸
流
の
流
勁
方
向
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
図
54
参

す
な
わ
ち
九
十
九
里
浜
の
北
東
部
で
ば
沿

ir流
は
、
北
東
よ
り
jij
西
に
流
れ
て
い
る
（
土
地
の
曲
民
は
「
さ
か
し
お
（
さ
か
し
よ
）
」

一
方
南
洒
か
ら
北
東
に
流
動
す
る
沿
洋
流
が
あ
る
。

土
地
の
漁
民
は
「
ま
し
お
（
ま
し
よ
）
」
と
呼
ん
で
い
る
）
。
こ
れ
ら

へ
い
そ
く

の
二
方
向
の
沿
岸
流
は
多
位
の
税
砂
を
迎
ん
で
そ
の
堆
釈
が
は
げ
し
く
砂
提
(
S
o
n
d

bar)
や
河

n
閉
収
が
行
わ
れ
た
好
例
で
あ

こ
と
お
よ
そ
六
千
メ
ー
ト
ル
に
逹
し
て
木
戸
川
と
合
し
て
海
に
開
い
て
い
る
（
図
53
参
照
）
。
と
こ
ろ
が
平
野
の
南
西
部
一

宮
川

會
ん
ど

9
9
*
'

ぱ
船
頭
給
を
出
る
と
忍
に
北
東
部
に
屈
曲
し
て
二
千
五

0
0
メ
ー
ト
ル
北
東
流
し
て
面
に
開
13
し
て
い
る
。
こ
の
力
向
転
換
は

の
影
聾
を
強
く
被
っ
て
お
り
、
そ
の
上
冬
と
か
夜
問
に
は
空
気
で
冷
や
さ
れ
、
対
流
を
生
じ
た
り
、
風
の
た
め
表
培
の
水
が
励

か
さ
れ
て
、
海
岸
の
海
底
斜
面
に
沿
っ
て
の
上
昇
、
下
帥
流
が
起
こ
る
。
こ
の
よ
う
に
而
粋
に
沿
っ
て

i

叫
の
表
面
を
流
れ
る
海

水
の
流
、
風
、
海
流
、
潮
汐
、
河
川
な
ど
の
た
め
に
生
ず
る
流
動
が
沿
岸
流
で
あ
る
。

こ
の
沿
岸
流
の
流
動
方
向
を
見
よ
う
。

一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
）
に
製
作
さ
れ
た
、
参
謀
本
部
陸
軍
部
測
駄
局
の
二
万
分
の

一
の
地
形
図
を
見

る
と
九
十
九
里
浜
平
野
を
横
断
し
て
海
に
注
ぐ
河
川
は
、
そ
の
河
口
が
"
/
腹
に
面
に
開
く
こ
と
な
く
、

必
ず
若
干
の
距
離
の
問
汀
線
に
平
行
し
て
流
れ
、
後
初
め
て
海
に
入
っ
て
い
る
。
そ
の
屈
折
方
向
が
九

十
九
里
町
を
中
心
と
し
て
北
東
部
の
海
枠
で
は
図
53
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
粟
山
川
、
作
田
川
が
浜
芝
地
に
入
る
や
急
に
南
西
部

に
折
れ
て
、

や
や
し
ば
ら
く
汀
線
に
平
行
し
て
南
西
流
し
て
か
ら
海
に
開
口
し
て
い
る
。
粟
山
川
に
例
を
と
る
と
南
西
流
す
る

古
地
図
に
見
え

る
河
口
閉
塞
と

沿
岸
流
の
方
向
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第二節

涼
砂
の
方
向
別
バ
ラ
ソ
ス
は
木
戸

て
い
る
。

部
に
襟
砂
を
迎
搬
し
堆
糾
が
行
わ
れ

は
、
波
浪
の
佼
女
が
は
げ
し
く
中
央

「
九
十
九
里
海
岸
潤
在
報
告
」
に
よ

び
ょ
9
ヽ

る
と
、
九
十
九
里
浜
北
東
部
の
屏
風

が

9
ら

に
い
と
う

ケ
捕
と
南
東
部
太
東
岬
の
両
端
部
で

（
昭
和
四
九
）
千
葉
県
土
木
部
に
よ
る

漂
砂
の
移
動
方
向
と

二
系
統
の
沿
禅
流

四
年

一
九
七

っ
て
い
る
。

九十九里浦の沿阜流と漂砂

覇
か
多
か
っ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語

従
っ
て
慄
砂
は
北
東
方
よ
り
の
移
動

で
海
に
入
っ
て
じ
る
（
図
55
参
照
）
。

の
南
西
、

南
西
に
曲
流
し
、

ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

~
｀
た

九
十
九
里
町
匝
形
納
屋
下

作
田
川
は
そ
の
河
口
閉
塞
の
た
め

>

二 I
る菓山川 S 1 : 20,000 
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雰三京

一
致
す
る
。

が
、
そ
の
他
で
は
長
期
問
の
も
の
に

海退現象と潮流

お
い
て
は
南
北
両
方
向
が
出
現
す
る

れ
、
中
央
部
お
よ
び
両
端
の
区
間
に

域
が
河
口
か
ら
河
口
間
に
分
割
さ

卓
越
し
て
い
る
が
、
短
期
間
で
は
全

は
両
端
部
よ
り
中
央
部
へ
の
移
動
が

そ
の
卓
越
方
向
推
定
で
、
長
期
問
で

な
お
前
掲
の
図
56
に
示
し
た
よ
う

両
方
向
と
推
定
し
て
い
る
。

の
中
小
河
川
に
お
い
て
卓
越
方
向
は

で
あ
っ
て
（
表
47
参
照
）
、

ほ
と
ん
ど

年
問
の
地
形
図
、
航
空
写
真
等
の
河

ロ
の
状
態
よ
り
推
定
し
た
移
動
方
向

る
と
火
47
に
示
す
よ
う
に
過
去
九
〇

に
分
か
れ
て
い
る
。

IAが
報
告
古
に
よ

川
を
境
と
し
て
南
西
向
と
北
東
向
と

=≫ 
. ..≫囀↓二し

暉, • •, 

芦
• ---三
一= 

. ．．． • 一 ・ ―-．．.

図53 汀線に沿って南西す
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ホニ節 九十九里浦の沿比流と滉砂

い
る
。
こ
の
反
対
な
流
路
の
二
沿
’
庄
謀
は
九
十
九
里
町
片
只
辺
よ
り
や
や
南
西
部
に
て
合
す
る
よ
う
で
あ
る
。

一
方
「
ぱ
も
の
」
と
い
わ
れ
る
、
「
ぷ
り
」
•
い
な
だ
」
芍
は
「
ま
し
お
」
に
乗
っ
て
く
る
。

江
戸
中
第
期
よ
り
見
ら
れ
る
縄
船
曲
投
は
太
東
岬
を
目
恢
に
船
出
し
「
ま
し
お
」
の
小
へ
飢
の
つ
い
た
羅
針
を
投
じ
な
が
ら

は

一
さ
か
し
お
」
に
の
っ
て
九
十
几
里
沿
作
を
南
下
す
る
も
の
が
多
く
股
漁
ば
こ
の

「
さ
か
し
お
」

の
r
几
越
し
た
時
で
あ
る
。

い
わ
し
の
魚
群

「
さ
か
し
お
」

「
ま
し
お
」
と
漁
業

工
“
太
東
岬
沖
合
よ
り
北
上
す
る
北
東
流
は
「
ま
し
お
（
ま
し
よ
）
」
と
九
十
九
里
補
で
は
よ
ん
で

ー

ヽ

＼

ー
．
＼
ー
、

附

誓

w
.

闊
：＇ 

し

9,1:'冒

9
 
•. 
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'
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-

．
．
 し
r

1

"

ヽ
沿
北
甜

J
i
I',＇
iIII！ぃ
・
一

9

冴

1
品
一II.
 

ー、

.
'，.
,．

,9
9
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:

―
 

員咽

バ

ロ
`
[
1
□〗
／
ー
図

5
4
丁
線
分
っ
て
北
東
流
す
る
一
宮
川

1
s
m
o
o
:

」

前
述
し
た
よ
う
に
行
部
岬
沖
合
か
ら
南
下
す
る
南
西
流
の
沿
作
流
は
「
さ
か
し
お
（
さ
か
し
よ
）
」
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,T三双 海退現象と潮；布

図55 作田川の洟路 S 1 : 20,000 
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第二節九十九里浦の沿岸流と瓢砂

玉~ II (． 
嵐
ヶ

H危グ2
浦

菜

.

,`` 

,
4
,
‘
 

ー

1

,

L

 

．
 

・ー．．
 ,1 

4HIII'”“頃期間の移動方向

鴫 hi期間の移勁加）

← --JI=常にf.i峙間の移動｝ili,1

゜
5
 

10km 

園56 九十九璽遍嬌における濃砂の移動方向帷定図（県土木郎輯告よリ）
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第三屯

ら
近
づ
い
て
き
た
波
の
面
も
い
つ
の
間
に
か
等
深
線
に

か
ら
沖
合
で
は
海
＇
庄
線
に
対
し
て
紐
分
斜
め
な
方
向
か

海退現象と潮流

探
い
所
ほ
ど
速
く
進
み
、
浅
い
所
で
は
波
が
お
く
れ
る
釦

の
性
行
を
術
び
て
く
る
の
で
波
速
は
探
さ
の
み
に
よ
り

深
海
か
ら
遠
浅
の
海
洋
近
く
へ
き
た
時
、
海
深
が
波
長

は
磯
波
(
S
u
r
f
)

が
大
き
な
役
割
を
果
す
。
波
は
沖
合
の

め
に
そ
の
位
囮
を
変
じ
沿
岸
を
襟
流
す
る
。
こ
の
涼
流

「
ま
し
お
」
の
接
す
る
海
域
は
潮
目
で

磯
波
と
漂
砂

と
同
程
度
に
な
る
頃
か
ら
汲
而
波
（
火
面
の
波
硲
bo
、
水

探

z
の
上
下
運
動
の
振
幅
h
は
h
1
1
h
8
1
1
ド
中
h
)

の
性
買
を

失
っ
て
長
波
（
水
探
H
の
乎
方
根
に
比
例
す
る
<
1
1
く
因
i
)

っ
て
運
搬
さ
れ
た
漂
砂
は
波
の
た

襟
砂
の
供
給
源
か
ら
沿
岸
流
に
よ

め
」
と
よ
ぷ
）
翌
漁
場
に
な
っ
て
い
る
（
図
57
参
照
）
。

（
漁
民
は
「
し
よ

油
場
は
「
ま
し
お
」
で
あ
る
、
特
に
「
さ
か
し
お
」

河口の状態より帷定される瀑砂方向（県土木部報告より）

し
て
木
戸
川
沖
合
に
て
針
を
巻
き
上
げ
る
。
こ
の
時
の

“ 
南西方向に投舵して繹針を出しきるとUクーソ

． ．． ．． ．． ．． ．． ．．． ．． ... .... ... ．．． 
i•J JII名

1883 1884 1903 1921 1930 1931 193ヽ 1947 1948 1963 1965 1967 1968 
!;l越J沖）

＾ 
、9 ヽ ヽ ，，/ 

B ／ ／ ／ ノ．、9

C X X 'ヽ X ✓ 

D X ヽ /” ，，／ /'✓ 

E X ,,. X X / ノ．、9

祈 J I I ヽ~ ヽ ✓ X X X X ／ 

F ノ~ 'ヽ ／ ✓ 

G ✓ / ／ ヽ• /' X /' /'✓ 

H X ノ / 、9 'ヽ ノ’ ／． ノ ✓

ボ山 JII ？ ヽ X X ／ X X X X ／ 

＊戸川 ✓ ？ ？ X ‘ヽ x ？ 、./' 
I X X X X X X 

J X X ✓ ヽ ‘’ ノ・ ↑ ↓ 

f↑: 111) I I / / //  X ／ ✓ 'ヽ X t ↓ 

以 a,ll X ヽ ↓ ／ ヽ X X ↑ ↓ 

K ／＇ t ↓ ↑ X X “/ ↑ ↓ 

i,iua)11 ↑ ↑ X t X ↓ ↑ ↑ ↓ 

- tf 1 1 1 ↓ ↑ ↑ ↓ t X ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ 

L ↑ ↑ t ↑ ↑ ↓ ↓ ， ↑ ↓ 

1 ほ lIIt ↓ ↓ t ↑ ↑ ↑ t ↓ 

塩 UIJII ↓ ↓ 9 ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ 

• 2万分の1迅速図
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第二節 九十九里浦の沿料流と漂砂

ー
カ
面
白
川
川
河

n
で
の
沿
粋
堺
砂
届
を
推
符
波

よ
り
求
め
る
と
、

あ
る
。

八
月
を
防
い
て
年
問
↑
旧
向
き
が
れ
卜
越

し
年
問
＾
＂
叶
で
は
州
向
き
に

了
ル
八
千
立
方
メ
ー
ト
ル
で

ば

lH向
き
（
さ
か
し
お
）
後
半
は
北
向
き
（
ま
し
お
）
が
r119

詔

を
粘
用
し
、

波
麻
に
は
実
測
値
を
用
い
、

一
年
の
削
半

町
片

H
"」
お
け
る
月
別
推
刀
襟
砂
贔
が
明
ら
か
で
あ
る
。

“
“
'
 

す
な
わ
ち
波
両
と
周
期
は
南
白
亀
川

iulu
沖
合
の
推

g
波

I ~')氾Ill "・ <'.'.¥ i ぃ 2.iCJ1JI:：：切！枷

図57 九十九里浜の沿岸流

さかしおとましお

漂
砂
量
と
そ

の
バ
ラ
ン
ス

一
九
六
し
ハ
年
（
昭
和
四
一
）
九
十
九
里

慄
砂
航
に
関
す
る
打
料
は
県
土
木
部
の
九
十
九
里
涌
作
閾
在
報
告
に
よ
る
と
、

平
行
に
ま
で
な
る
。

K
4
8
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

波
が
磯
に
き
て
波
高
が
水
深
よ
り
大
き
い
所
に
る
く
と
、
波
速
は
長
波
の
め
＾
II

よ
り
花
し
く
述
く
な
る
が
波
の
底
に
は

「
後

退
き
」
と
い
っ
て
、
そ
の
直
前
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
波
の
水
底
に
沿
う
て
沖
へ
出
る
流
れ
が
あ
り
、
面
底
の
序
擦
が
き
く
た
め

に
波
の
山
と
波
の
谷
と
の
歩
潤
が
合
は
ず
波
の
山
が
遥
く
で
る
の
で
、
前
に
の
め
っ
て
崩
れ
磯
波
と
な
る
。
磯
波
は
桜
通
そ
の

T
 

9
▲

9
 

波
の
科
さ
（
波
長
え
、
波
W
9

H

、
週
JOlT
、
波
返
＞
と
す
る
と
i
l
l
)

と
同
じ
位
の
水
探
に
く
る
と
砕
け
始
め
る
。

＞
 

そ
こ
で
放
浪
は
海
底
の
砂
土
を
攪
乱
し
て

一
部
ば
砕
け
た
前
jj.
」
小
硲
＜
堆
梢
し

i

部
は
探
所
に
迎
ぴ
去
る
。
こ
の
堆
栢
の

作
川
が
紐
返
え
さ
れ
次
第
に
紹
っ
て

一
術
の
洲
（
ば
n
d

bar)
を
形
成
す
る
。
そ
の
上
滞
が
水
面
に
ふ
門
い
す
る
と
、
こ
れ
を
沿
岸

`
e
.-

洲

(
o
f
f-s
h
o
r
e
b
a
r
)
と
い
し
、
そ
の
内
側
｝
」
は
潟
湖

(
L
a
g
8
n
)

を
抱
く
。
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第三貴

漂
砂
と
片
貝

漁

港

漂
砂
の
鉱
物

分

析

レ、,' 

卜

iw防
波
堤
四
五
四
メ
ー
ト
ル
の
計
画
で
あ
っ
た
が
、

更
に
計
削
が
変
史
さ
れ
現
在
北
防
波
堤
八
四

史
に
問
淵
介
報
ん

rl"り
に
よ
る
と
、
全
域

一
八
測
線
の
ー

2
m、

ー

5
m、
ー

15mの
地
点
か
ら
海
底
々
質

片
只
漁
港
の
当
初
の
究
港
計
両
で
は
椋
砂
の
流
人
を
肋
案
し
て
第
四
次
叶
両
で
、
北
防
波
屎
三
九
四
メ
ー

海退現象と潮流

を
採
取
し
、
粒
度
と
鉱
物
分
析
ば

181
58
の
通
り
で
あ
る
。

な
砂
慎

次
に
涼
砂
始
の
バ
ラ
ン
ス
を
検
対
す
る
に
表

49
ぱ
測
点
の
配
府
と
年
平
均
汀
船
変
化
速
度
と
仮
定
し
た
烈
砂
寄
与
率
で
あ

る
。

K
4
9
に
示
す
如
く
紋
大
涼
砂
拍

12
七
ー

ニ
l

i

万
ツ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
況
砂
の
供
給
源
は
過
去
六

O
l
八

0
年
間
の
年

m
 

問
中
均
堆
栢
＋
址
約
一ー一七
Jj
立
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
一
ニ
ヒ
％
の
一

i-
-Jj
八
千
ツ
は
財
凪
ケ
補
か
ら
、
五
こ
％
の

m
 

c
 

一
几
jj
二
千
叩
は
必
ほ
川
か
ら
、
一
石
を
ど
―fj
九
千
り

は
九
十
九
里
両
嬬
部
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
同
鴻
牡
内
で
報

m
 

告
さ
れ
て
い
る

(
K
5
0
参
照
）
。

れ
る
。

南
向
き

る
こ
と
に
よ
る
た
め
と
思
わ

表48

3
 

2
 

ハ
ー
七
ン
ト
が
北
村
り
で
あ

送
ニ
ネ
ル
ギ
ー
に
し
て
八

-4 

に
し
て
九

i

―只

ー
七
ン
ト
倫

J

れ
は
推
符
波
の
波
け仙
頻
度

月別の漬砂量 （推算

万
立
方
A

ー
ト
ル
と
な
る
。

し
、
年
間
面
、
InJき
に
約
三
六

片貝）

X }04 m3 
4 

゜
ー

霧
~
出
：
〗

··• ] 

. lt 
1i,J --2 
き

3
 

（原土木部報告より）
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第二節 九十九里浦の沿岸演と漂砂

賽49 測点の配置と仮定した漂砂寄与寧（県土木部輻告書より）

、
]

し
声
〗
す

111 

3
i
t
i
 

山鸞

呼
＼”59”) 

)
 

賽50 九十九里濁岸中央と壇積した土量より増算した60~80年間

平均年間漂砂量パランス（県土木郎輯告書より）
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第三立海退現象と潮流

R⑱⑥ 

石

片

冥

石

母

石

閃

a

岩

石

此

：

角

鉄

玉
ざ

l

0 IO .. 

1, I I I l, 1 9, l 

図58 重鉱物分析図（県土木部報告書より）
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坑了．節 九十九児iliの沿）；t流と閃砂
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／ 
／ 

図59 片貝漁港の防液境の図

-4 

口

写19 片貝漁港八の字製防液堤工事 S.53.,,. 7 古川 力 撮影
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第三m海退現象と嘲流

六
メ
ー
ト
ル
、
南
防
波
堤
八
三
ニ
メ
ー
ト
ル
に
追
し
て
い
る
。
な
お
涼
砂
の
流
入
は
跡
を
た
た
な
い
た
め
、
第
五
次
漁
港
整
備

計
画
（
昭
和
四
八
ー
昭
和
五
•
一
）
で
は
、
南
北
西
防
波
堤
の
尖
端
祁
に
図

5
9の
よ
う
な
一
0
0
メ
ー
ト
ル
の
防
砂
堕
と
更
に
八
の
字

型
の
ニ
―
―

-
0
メ
ー
ト
ル
の
防
波
堤
を
工
下
中
で
あ
る
（
いよ
19
参
照
）
。

現
在
は
涵
潮
時
の
み
抑
船
の
出
入
が
可
能
で
あ
る
、
そ
れ
が
た
め
千
期
県
で
は
大
型
の
ド
ラ
ッ
ク
ラ
イ
ソ
を
使
用
し
て
砂
の

ぇ
い
り

除
去
に
当
っ
て
い
る
。

J
r
n
訛
港
と
涼
砂
と
は
今
後
に
残
さ
れ
た
問
船
で
あ
る
。
人
間
の
努
力
と
そ
の
収
知
に
よ
っ
て
自
然
を

第
三
節

九
十
九
里
浜
の
海
底
地
形

海
の
深
さ
を
湘
る
こ
と
は
、
殷
初
は
ご
く
近
岸
の
測
載
か
ら
始
ま
っ
た
が
、

舷
を
敷
没
す
る
こ
と
に
な
っ
て
よ
う
や
く
深
茄
i

澗
位
に
移
り
、
近
年
は
音
繹
測
深
で
能
率
を
上
げ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
四
千
メ
ー
ト
ル
以
上
の
探
さ
の
部
分
は
世
界
の
面
底
の
約
半
分
を
占
め
、
礁
某
に
深
い
関
係
の
あ
る
二

0
0メ
ー

ト
ル
ま
で
の
浅
海
の
部
分
は
わ
ず
か
八
•
四
．
ハ
ー
七
ソ
ト
で
あ
る
。

基
本
的
な
海

底

地

形

参
考
文
献

田

中

館

秀

一

―

ー

海

洋

学

宇

田

道

隆

海

洋

学

梢

水

馨

八

郎

リ

駐

の

自

然

誌

昭昭昭、、、

ニー一
七五二

千

葉

県

土

木

部

小

川

吉

次

郎

一
九
世
紀
半
ば
か
ら
海
庇
堪

九
十
九
且
海
岸
叫
在
報
岩
出
昭
、
四
九

談
話

征
服
す
る
日
も
近
い
。

（
古
川
力
）
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第三節 九十九里浜の海底地形

0 10 20 30 40km 
= 

JL I • JL’l' 

図60

急
傾
斜
し
て
い
る
所
、
「
海
淵
」

D
8
p
と
い
っ
て
く
ぽ
ん
だ
所
の
中

T
r
o
u
g
h
と
い
っ
て
細
長
い
く
ぽ
み
に
な
っ
た
処
で
、
そ
の
側
面
の

た
処
で
、

そ
の
側
面
の
緩
や
か
に
ほ
斜
し
て
い
る
所
。
「
海
滞
」

九十九里浜近海の陸棚図

S 1 : 1,000,000 

「
舟
状
海
盆
」
T
r
e
n
c
h
と
い
っ
て
、
長
く
て
広
い
く
ぽ
み
に
な
っ

多
少
円
形
粕
円
又
は
卵
形
を
し
た
大
き
な
く
ぽ
み
に
な
っ
た
所
。

代
り
に
品
を
お
け
ば
陸
棚
に
対
応
し
て
「
島
棚
」
「
陸
棚
崖
」
に
対

そ
し
て
こ
の
陸
棚
の
縁
に
あ
る
深
海
に
の
ぞ
む
多
少
急
ほ
斜
し
た

海
底
の
地
形
は
お
お
む
ね
二
段
に
な
っ
て
い
て
、
二

0
0メ
ー
ト
ル
の
等
深
線
あ
た
り
ま
で
比
較
的
広
い
陸
の
棚
の
よ
う
に

の

●

ム

も

な
っ
て
お
り
、
伯
斜
が
緩
い
。
そ
こ
か
ら
深
海
に
向
っ
て
大
陸
煩
斜
面
が
あ
る
。
海
底
に
は
山
あ
り
、
谷
あ
り
、
淵
や
溝
の
よ

う
な
所
も
あ
れ
ば
突
き
出
た
処
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
複
雑
な
面
底
地
形
に
は
色
々
の
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
大
洋

の
問
囲
で
は
「
陸
棚
」
「
陸
棚
位
」
「
島
棚
」
「
島
棚
崖
」
が
あ
る
。
「
陸
棚
」
C
o
n
t
i
n
e
n
t
a
l
S
h
e
l
f
は
海
底
で
は
あ
る
が
、

陸
の
ま
わ
り
を
術
の
よ
う
に
緑
取
っ
て
い
て
、
深
海
に
対
し
て
緩
や
か
に
傾
斜
し
た
棚
の
よ
う
な
形
を
し
て
お
り
陸
岸
か
ら
探

ア
ア
ゾ
•

さ
お
よ
そ
百
英
尋
す
な
わ
ち
二

0
0
メ
ー
ト
ル
等
深
線
あ
た
り
ま
で
の
区
間
を
い
っ
て
い
る
。
図
60
は
九
十
九
里
浜
の
沿
岸
の

陸
棚
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
九
十
九
里
町
沖
合
七

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
ま
で
が
そ
れ
で
あ
る
。

斜
而
の
こ
と
を
「
陸
棚
出
」
C
o
n
t
i
n
e
t
a
l
-
T
a
l
u
s
と
い
う
。
大
陸
の

応
し
て
「
島
棚
庄
」
と
名
付
け
ら
れ
る
。

“, 

次
に
大
洋
中
の
凹
所
と
し
て
は
、
「
海
盆
」
R
a
s
i
n
と
い
っ
て
、

大

170 



祁三在 面退現象と潮流

地
製
術
等
の
こ
と
も
こ
れ
ら
の
海
底
地
形
の
成
因
に
関
係
が
あ
る
。

い
る
。

で
輪
郭
の
は
っ
き
り
し
た
最
も
深
い
区
域
を
さ
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
っ

大
洋
中
の
凸
所
は
、
「
海
膨
」

R
i
s
e
と
い
っ
て
広
い
凸
所
に
当
り
、

砒
」

R
i
d
g
e
と
い
っ
て
細
長
い
凸
所
で
そ
の
測
面
に
く
ら
べ
て
急
領
斜
す
る
も
の
。
「
海
台
」

P
l
a
t
e
o
u
は
多
少
平
ら
な
頂
き
の

次
に
第
二
次
的
な
凸
所
と
し
て
の
「
海
峯
」

C
r
e
s
t

!
!
凸
所
の
頂
き
を
な
す
狭
い
突
起
部
で
、
そ
の
縦
断
面
の
不
規
則
な
も

の
、
「
洲
」

S
h
o
a
l
と
は
航
海
上
危
険
な
岩
礁
で
は
な
い
凸
処
で
水
面
上
に
露
出
す
る
こ
と
が
あ
る
も
の
。
「
堆
」

B
a
n
k
と
は

さ

ん

ご

洲
と
礁
と
に
く
ら
ぺ
て
や
や
深
い
府
に
伏
在
す
る
凸
処
で
あ
る
。
「
礁
」

R
e
e
f
は
航
海
上
危
険
な
岩
石
、
又
は
珊
瑚
礁
か
ら
成

る
凸
処
で
水
面
上
に
露
出
す
る
こ
と
も
あ
る
。
「
尖
礁
」

P
i
n
n
a
cle
と
は
岩
石
又
は
珊
瑚
礁
か
ら
出
来
上
っ
た
石
の
柱
で
、

そ
の
頂
端
は
割
合
浅
い
処
に
伏
在
し
て
い
て
危
険
な
も
の
、
「
潜
岬
」

S
p
u
r
と
は
山
脈
が
陸
棚
の
上
に
か
、
又
は
こ
れ
を
越
え

て
海
底
に
延
長
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
「
海
丘
」

D
o
m
e
と
い
っ
て
底
面
の
小
さ
い
急
斜
而
を
持
つ
凸
処
を
命
名
し
て

會
よ

次
に
第
二
次
的
な
凹
処
と
し
て
「
海
釜
」

C
a
l
d
r
o
n
~
多
少
円
形
か
楕
円
形
、
又
は
卵
形
に
な
っ
た
小
さ
い
海
淵
、
「
海
渠
」

F
u
r
r
o
w

は
陸
棚
又
は
島
棚
に
透
入
し
て
海
岸
線
に
や
や
匝
角
に
な
っ
て
走
る
裂
滸
、
「
海
谷
」

V
a
l
l
e
y
は
陸
上
谷
の
陸
棚
又

ぱ
品
棚
中
に
又
は
こ
れ
ら
を
越
え
て
海
底
に
延
長
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
よ

以
上
基
本
的
な
海
底
の
起
伏
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
起
伏
は
ど
う
し
て
出
来
た
も
の
か
、
海
溝
や
品
嶼
は
ど

う
し
て
出
来
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
地
球
物
理
学
的
に
も
地
質
学
的
に
も
大
き
な
根
本
問
閣
が
あ
る
。
海
底
火
山
脈
や

凸
所
で
、
そ
の
側
面
は
急
鋲
斜
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
側
面
で
は
級
や
か
に
頻
斜
し
て
い
る
も
の
、
「
海
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二 I
図61

西
十
月

右
之
辿
り
取
団
絵
図
而
柑
旅
必
上
申
候
以
上

古文書に見る溝底の断面図

九十九里i孜の海底地形

古
い
文
献
に
見
え
る

獨
土
の
海
底
地
形

有
之
候

一
八
五
三
年
（
嘉
氷
六
）
ア
メ
リ
カ
の
捉
普
ペ
リ
ー
（

一
七
九
四
ー
一
八
五
八
）
は
、
軍
艦
四
隻
を
ひ
き

い
て
浦
焚
に
入
港
し
、
大
統
領
の
固
沿
を
示
し
て
開
国
を
も
と
め
て
き
た
。
硲
末
の
海
防
の
気
連

が
"
1
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
前
後
の
世
俯
を
物
語
る
―
つ
の
例
と
し
て
一
八
五

0
年
（
茄
永
二
内
）
十
月
「
小
川
家
文
宙
諾
用

(

1

)

 

留
．l

の
中
に
発
見
で
き
る
。

同
郡
粟
生
村
布
之
砂
遥
没
之
褐
所
二
而
波
之
狂
下

＿一
寄
浪
打
際
相
違
仕
候
得
共
平
穏

之
時
節
を
以
海
面
之
町
数
浅
探
守
相
lit申
候

一
波
打
際
よ
り
三
拾
問
程
沖
は
探
サ
凡
八
尺
程
も
有
之
夫
よ
り
先
は
段

□浅
く
砂
瀬
有
之
は
幅
口
五

問
或
は
三
四
拾
問
も

nr有
之
政
凡
六
町
程
沖
迄
二
四
五
筋
相
見
へ
巾
候

し

か

＂

よ

令

一
を
町
程
沖
二
而
は
砂
瀬
之

□口
□当
り
汲
荒
立
船
留
兼
院
と
鯰
相
位
候
得
共
探
サ
凡
五
六
尺
も
可

一
五
町
程
沖
二
而
は
砂
瀬
之
上
二
而
は
同
断
ゼ
丈
弐
三
尺
も
有
之
候

一
拾
六
町
沖
二
而
は
段
々
深
ク
相
成
砂
瀬
之
有
無
は
鱈
相
位
凡
探
サ
弐
丈
程
二
御
座
侯

一
弐
拾
町
沖
二
而
は
同
断
四
丈
程
も
御
庄
候

一
三
拾
町
程
沖
二
而
は
同
断
六
丈
程
も
御
座
候

こ
の
文
内
は
南
片
只
村
名
主
庄
兵
衛
よ
り
御
領
主
多
古
渚
松
平
氏
に
差
上
げ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
文
献
よ
り
海
底
地
形
を
推
定
し
て
、
そ
の
断
面
図
を
つ
く
っ
て
見
る
と
図
61
の
如

前
文
略
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ー
海
底
潤
査

各
港
内
や
、
汽
船
の
航
路
に
当
る
海
底
の
潤
在
は
全
世
界
に
一
且
っ
て
仕
遂
げ
ら
れ
て
居
る
と
云
ふ
が
、
日
常
船
舶
の
碇
泊
し
な
い
沿
海
の

底
は
、
其
土
地
の
漁
夫
等
が
知
っ
て
居
る
丈
け
で
未
だ
記
録
物
に
は
な
っ
て
居
な
い
。

私
は
隈
々
九
十
九
里
の
海
辺
に
立
っ
て
、
う
っ
と
り
荒
波
を
銚
め
た
果
て
に
、
偶
と
自
分
の
眼
界
の
及
ぷ
此
の
海
の
底
が
何
う
な
っ
て
居

る
の
だ
ら
う
と
考
へ
出
し
た
、
そ
れ
か
ら
土
地
の
船
頭
に
種
々
買
間
を
発
し
た
ら
、
彼
は
潜
水
器
で
海
底
を
逐
一
渉
渡
し
た
様
に
、
詳
し
い

こ
と
を
語
る
彼
等
は
海
底
の
漁
棠
を
や
る
際
に
、
多
年
の
経
験
か
ら
然
知
し
た
の
で
、
十
分
俗
ず
ぺ
き
潤
在
と
思
ふ
。

で
彼
等
の
曲
染
方
法
と
関
閉
し
て
海
底
の
状
態
を
語
る
事
が
一
陪
の
興
を
呼
ぶ
に
足
る
。
之
が
屯
門
家
に
取
っ
て
ど
れ
丈
け
参
考
に
な
る
か

は
、
兎
に
角
Jlt
に
面
国
男
子
の
想
像
に
訴
へ
て
十
分
面
白
味
が
あ
ら
う
と
云
ふ
の
が
、
私
の
主
旨
に
な
る
様
な
次
第
だ
。

九
十
九
里
は
見
た
処
愕
ら
し
く
も
な
い
仕
汀
曲
補
と
云
ふ
か
ら
は
、
浦
と
い
ふ
の
は
曲
折
し
て
入
江
に
で
も
な
っ
た
所
ら
し
く
、
普
通
に

は
九
十
九
里
浦
な
ど
と
土
地
の
俗
謡
に
も
云
ふ
が
、
長
汀
と
云
ふ
領
を
当
て
は
め
た
ら
私
の
索
人
目
に
は
、

が
犬
吠
岬
か
ら
太
東
岬
迄
、
二
十
旦
近
い
問
に
大
円
間
を
延
長
し
て
仮
り
に
太
東
と
犬
吠
を
述
絡
し
た
一
線
を
引
く
と
、
九
十
九
里
沿
岸
の

す
な
わ

約
五
里
あ
る
と
云
ふ
、
乃
ち
九
十
九
里
の
問
曲
は
二
十
里
に
対
し
て
五
里
に
当
る
の

中
央
部
に
位
す
る
蓮
沼
村
と
此
一
線
間
の
距
離
は
、

犬
吠
岬
か
ら
飯
岡
迄
三
里
の
問
は
断
駐
絶
墜
の
状
で
、
此
の
海
岸
は
堅
い
岩
石
だ
、
海
中
に
碁
布
す
る
岩
礁
の
背
が
見
え
る
。
併
し
、
飯
岡

薄
田
斬
雰
の
九
十

九
里
浦
海
底
地
形

く
な
る
。

を
こ
こ
に
あ
げ
た
い
。

一
香
当
っ
て
見
え
る
、
長
い
汀

9
す

だ

ざ

ん

9
ん

(

2

)

薄
田
斬
咀
デ
に
よ
る
「
九
十
九
里
の
海
底
」
が
『
山
武
郡
郷
土
誌
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
全
文
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か
ら
太
東
岬
ま
で
の
磯
は
細
か
い
白
沙
で
、
中
央
部
の
蓮
沼
、
片
只
辺
は
最
も
遠
浅
に
な
っ
て
居
る
。
太
東
岬
は
宵
い
柔
か
い
壁
質
の
断
崖

で
波
浪
に
洗
は
れ
て
崖
の
根
が
堀
れ
て
居
る
。
絶
墜
と
は
見
え
る
が
岩
石
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
岩
礁
が
海
中
に
突
出
散
点
の
趣
は
な
い

で
、
九
十
九
里
の
海
底
は
、
大
体
に
於
て
遠
浅
に
細
か
い
砂
が
板
の
様
に
平
坦
に
海
中
に
推
出
し
て
居
る
と
し
か
思
へ
な
い
。

鰺
や
鰯
を
漁
る
た
め
に
、
四
五
町
の
沖
へ
張
っ
て
陸
へ
曳
掲
げ
る
地
曳
網
は
、
潮
流
が
早
く
て
流
さ
れ
る
事
が
あ
る
が
、
之
は
其
の
海
流

の
意
味
で
は
な
く
、
九
十
九
里
湾
内
の
海
水
が
風
波
の
た
め
に
或
は
南
へ
或
は
北
へ
と
動
く
丈
け
の
も
の
で
一
定
し
た
海
泣
で
は
な
い
。
真

の
海
流
は
九
十
九
里
の
沖
合
十
里
の
辺
を
雨
か
ら
来
る
黒
洵
の
暖
流
は
、
之
は
銚
子
犬
吠
岬
の
沖
か
ら
東
へ
流
れ
で
大
平
洋
に
没
す
る
と
も

云
ふ
。
又
時
に
は
金
華
山
沖
迄
行
っ
て
か
ら
東
へ
切
れ
る
と
も
云
ふ
。
支
流
は
一
聞
北
へ
進
む
。
詰
り
、
九
十
九
里
湾
内
に
は
、
真
の
海
流

が
な
い
の
だ
。
唯
だ
風
の
為
め
に
随
時
方
向
を
変
へ
て
海
水
が
勁
く
丈
け
で
あ
る
。

三

見
た
所
駈
ん
な
無
布
の
海
の
底
に
岩
礁
ら
し
い
も
の
が
打
る
の
か
、
又
海
底
に
は
海
辺
の
様
に
平
坦
な
細
沙
の
他
に
泥
の
様
な
も
の
が
有

る
の
か
と
、

怪
し
ま
る
4

が、

風
雨
の
後
に
は
赤
貝
な
ど
浜
辺
へ
寄
る
事
が
あ
る
。

又
海
卒
や
あ
ら
め
な
ど
沢
山
地
曳
網
に
入
る
事
も
あ

る
。
そ
こ
で
此
の
無
事
ら
し
い
海
に
も
底
に
は
何
か
平
坦
で
な
い
状
態
が
存
在
す
る
の
だ
と
、
鑑
定
さ
れ
る
。

先
つ
岩
礁
か
ら
潤
る
と
、
湾
の
中
央
部
に
浜
か
ら
約
三
里
の
沖
に
、
南
北
六
里
に
一且
る
九
十
九
旦
根
と
い
ふ
礁
が
あ
る
、
即
ち
陸
上
で
は

片
貝
を
中
心
と
し
て
南
方
四
天
木
か
ら
北
の
方
迎
沿
村
辺
迄
濱
と
平
行
に
南
北
に
延
長
し
た
礁
だ
。
こ
の
礁
の
門
は
岩
石
で
は
な
い
。
モ
ッ

(

4

)

 

卜
柔
か
い
太
東
岬
の
様
な
墾
門
の
も
の
で
麻
さ
二
三
間
の
丘
が
東
方
に
垂
れ
か
か
っ
た
形
に
出
来
て
届
る
、
此
の
辺
の
水
探
は
五
尺
三
寸
を

一
尋
と
す
る
計
冗
で
十
七
尋
だ
、
十
七
尋
の
海
底
に
三
尋
砧
さ
の
礁
が
あ
っ
た
処
で
何
の
防
”
ビ
に
も
利
益
に
も
な
る
ま
い
と
思
は
れ
る
が
、

悧
衣
本
位
に
研
究
す
る
と
、
之
が
瓜
大
な
問
辿
に
な
る
、
私
の
好
奇
心
は
妓
か
ら
出
る
訳
に
な
る
。

第
一
そ
ん
な
糀
が
布
る
事
は
、
何
う
し
て
知
る
か
と
云
ふ
疑
問
だ
、
魚
族
に
は
水
の
上
附
に
住
む
の
と
、
海
底
に
住
む
の
と
あ
る
、
鰹
、

鰯
、
鰤
、
鮪
、
な
ど
は
上
暦
を
往
来
す
る
、
鯛
、
比
良
日
、
鰊
、
鮫
、
訪
勁
、
鮪
、
な
ど
は
、
底
の
砂
に
住
む
、
挽
夫
が
海
底
の
魚
を
油
る
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四

に
は
、
「
立
網
J

と
「
流
し
網
」
を
用
ゐ
る
、
立
網
と
い
ふ
の
は
一
号
と
云
ふ
一
番
細
い
糸
で
ハ
ソ
モ
ッ
ク
位
の
目
に
藉
い
た
網
で
、
巾
一

問
に
長
さ
五
十
問
ば
か
り
の
網
を
、
一
人
で
七
八
反
（
一
枚
を
一
反
と
云
ふ
）
持
っ
て
行
く
、
八
九
人
乗
り
の
小
船
で
出
る
か
ら
、
総
計
六

つ
な

0
ぐ
い

七
十
反
之
を
横
に
繋
ぎ
合
せ
る
、
手
拭
を
つ
な
ぎ
合
せ
た
形
だ
上
部
に
は
細
い
木
片
を
付
け
て
浮
く
様
に
し
、
下
部
に
は
太
い
綱
が
付
い
て

沈
む
。
綱
が
木
片
よ
り
少
し
頂
く
出
来
て
居
る
か
ら
、
海
底
一
直
舷
に
三
千
碍
の
長
さ
に
閥
さ
一
問
の
網
が
ふ
わ
／
＼
と
張
ら
れ
る
。
遊
ん

で
居
る
魚
類
は
、
網
の
目
に
掛
っ
て
動
け
な
く
な
る
。
夫
を
一
時
問
も
し
た
ら
、
船
中
へ
引
上
げ
る
。
朝
早
く
出
船
す
る
と
、
午
後
二
時
頃

に
は
二
三
里
の
沖
で
一
漁
し
て
陥
っ
て
来
る
。
ク
方
に
出
る
と
翌
朝
早
く
帰
っ
て
来
る
。
処
で
此
の
立
網
に
は
一
反
毎
に
所
々
石
の
皿
り
を

付
け
、
此
の
瓜
り
か
ら
太
綱
を
水
面
迄
出
し
て
、
木
の
浮
傑
を
海
面
に
表
は
し
て
ほ
く
、
此
の
浮
椋
綱
の
長
さ
で
、
海
の
探
さ
が
梢
確
に
知

ぃ
~
，

ら
れ
る
。
海
底
の
隆
起
が
、
一
＿
＿
問
も
違
ふ
と
之
は
岩
礁
が
あ
る
ら
し
い
と
見
て
今
度
は
、
流
失
綱
披
栄
用
の
小
形
な
碇
で
岩
礁
の
廷
長
高
低

を
測
趾
す
る
。
之
れ
が
古
か
ら
の
年
月
の
経
験
で
今
や
潜
水
器
で
見
て
来
た
様
に
精
確
に
な
っ
た
。
次
に
流
し
網
の
方
は
百
母
ば
か
り
の
糸

に
綱
を
八
十
本
位
付
け
た
も
の
を
十
本
も
持
っ
て
行
っ
て
、
頂
り
を
付
け
て
、
海
底
へ
下
ろ
す
。
重
り
へ
網
を
付
け
て
、
浮
栢
を
海
面
に
汲

は
し
て
四
く
。
之
も
糸
で
海
底
の
岩
醗
に
掛
る
か
ら
、

げ
る
の
だ
。
今
ー
は
佃
煮
に
す
る
ア
・
、
、
と
同
様
で
、

自
然
海
底
研
究
を
促
す
。

九
十
九
里
礁
が
東
方
に
懸
出
に
な
っ
て
居
る
と
云
ふ
の

は
、
立
網
や
釣
糸
を
此
の
礁
の
東
方
に
下
し
た
均
合
に
は
、
岩
へ
掛
っ
て
上
ら
な
い
事
が
多
い
。
西
方
に
下
し
た
め
合
に
は
、
掛
り
が
な
い

そ
れ
も
東
方
の
懸
垂
し
た
礁
だ
と
解
る
。
其
の
他
手
操
り
と
百
っ
て
海
料
で
曳
く
地
曳
網
の
小
形
な
も
の
を
船
へ
訳
ん
で
行
っ
て
、
沖
へ
張

し
~
，

る
船
は
碇
で
繋
ぎ
船
の
両
端
で
、
網
を
曳
き
上
げ
る
。
之
も
海
底
漁
だ
か
ら
岩
礁
の
あ
る
処
で
張
っ
た
ら
直
ぐ
掛
り
に
な
っ
て
知
れ
る
。
又

“

"

重

ん

ぃ

ら

く

ら

捲
き
と
言
っ
て
沖
へ
出
て
一
問
巾
の
大
万
鍬
で
海
氏
の
貝
を
油
る
法
が
あ
る
。
之
は
船
の
中
に
饒
蝙
を
据
へ
付
け
て
、
万
鍬
の
網
を
捲
き
上

n
マ
七
と
序
ぷ
肥
料
を
樵
る
に
、
矢
張
り
手
紐
り
と
同
じ
方
法
で
や
る
。
之
等
の
挽
法

か
ら
し
て
長
年
月
の
問
に
九
十
九
里
の
海
底
が
明
瞭
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
「
九
十
九
里
砲
」
は
図
62
の
A
B
に
な
る
、
次
に
モ
ゥ
三
里
離
れ
て
、
平
行
に
C
D
の
長
さ
一
里
許
り
孫
さ
一

l

一
尋
位
の
岩
礁
が
有
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第三節 九十九里浜の海底地形

尋
低
い
の
は
一
尋
た
ら
ず
と
云
・ふ
の
で
沼
根
の
名
の
辿
り
だ
。

の
だ
。

窯

g

z
 

蓋
．〗

木
図62 九十九里浦の根の分布図

る
、
之
は
「
清
澄
出
し
」
と
名
づ
く
る
、
梢
泣
と
云
ふ
の
は
房
洲
の
天
律
町
に
近
い
柑
沿
山
の
名
だ
、
片
貝
辺
の
漁
夫
が
沖
に
出
て
太
哀
の

岬
を
越
し
て
、
遥
か
に

JJJ洲
の
梢
澄
山
が
見
え
る
辺
に
あ
る
岩
礁
な
の
だ
。
甜
泣
山
は
二
里
一
＿＿里
の
沖
で
は
見
え
な
い
が
、
六
里
の
沖
か
ら

見
え
出
す
、
情
澄
出
し
と
呼
ぷ
礁
は
六
里
の
沖
に
あ
る
の
だ
。
此
の
辺
の
深
さ
は
二
十
五
尋
此
の
甜
沿
出
し
は
、
ギ
ザ
／
＼
の
堅
い
岩
石

で
、
カ
キ
、
カ
ジ
メ
、
飽
其
の
他
海
5

が
な
ど
が
沢
山
に
附
沿
し
て
居
る
、
之
か
ら
五
六
町
雄
れ
て
平
行
に
些
と
頃
に
奇
っ
て
同
じ
位
の
岩
礎

が
あ
る
、
「
出
張
り
」
と
呼
ぶ
。
図
のE
F

だ
、
尚
五
町
離
れ
て
「
大
根
」
と
呼
ぶ
、
ヤ
旧
北
一
i＿
里
の岩
礁
が
あ
る
。
之
は
晶
さ
も
桁
や
~
仙＜
凸

＂ゎ

凹
不
定
の
綸
し
い
岩
か
ら
出
来
て
生
な
ど
沢
山
居
る
、
此
辺
探
さ
四
十
尋
。
此
の
大
根
の
iij
の
処
に
太
東
の
「
七
ソ
ゲ
ソ

UJ
し
」
と
呼
ぶ
岩

應
が
あ
る
。

ifj北
二
限
に
一旦
り
大
根
と
似
た
竹
の
岩
礁
。
一
番
沖
の
「
カ
ソ
コ
根
」

と
云
っ
て
、
太
東
岬
の
東
方
十
八
用
位
の
沖
、
面
の
深
さ
八
十
五
尋
の
所
に
在
る
。

立
網
や
流
L
網
な
ど
は
此
の
十
八
阻
沖
迄
は
行
く
が
、
之
れ
以
上
に
沖
へ
は
出
な
い
、

図
の

M
N
だ
、
カ
ソ

n
根
と
云
ふ
の
は
、
カ
サ
・n
の
一
種
に
俗
称
カ
ッ
コ
と
呼
ぶ
魚

が
有
っ
て
此
府
礁
の
辺
に
釣
糸
を
面
氏
に
流
す
と
、
カ
ソ

n
が
沢
山
釣
れ
る
と
云
ぅ

一
方
犬
吠
岬
か
ら
飯
岡
迄
の
間
一
一面
」
は
、
断

11削
立
し
て
頗
る
堅
い
岩
石
の
海
岸

だ
、
そ
こ
で
飯
岡
か
ら
束
而
其
沖
へ
七
里
の
府
礁
が
面
底
に
在
る
、
之
は
「
屹
"
h
」

と
呼
ん
で
全
く
名
の
通
り
竪
い
m
h
礁
に
、
図
の

R
L
だ
、
七
里
の
沖
に
は
水
の
探
さ

が
四
十
る
あ
る
。
も
貌
は
中
坦
の
丘
陵
状
で
な
く
ギ
ザ
／
＼
岩
だ
。
此
の
堅
府
の
終

て
つ

点
と
九
十
九
里
礁
の
北
溢
と
の
間
を
点
紐
し
て
連
絡
す
る
岩
砲
が
あ
る
。
之
を
「
落

根
」
と
云
っ
て
ボ
ッ
／
＼
面
れ
沼
ち
た
様
に
敗
点
し
た
岩
で
あ
る
闘
い
処
は
、
三
四
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以
上
七
つ
の
料
礁
丈
け
し
か
、
九
十
九
阻
西
に
は
な
い
。
何
れ
も
三
四
間
を
越
え
ぬ
邸
さ
だ
か
ら
仔
通
の
航
面
に
は
何
の
事
も
な
い
が
、

漁
栗
上
か
ら
は
此
礁
が
、
漁
nパ
の
生
命
に
関
す
る
と
同
時
に
、
魚
族
の
棲
息
の
生
命
に
関
す
る
と
同
叫
に
、
魚
族
の
桜
息
を
既
打
に
す
る
、

多
く
の
魚
は
之
守
岩
礁
の
附
近
に
集
合
す
る
。
片
只
辺
の
樵
夫
t
吃
か
、
立
網
を
掛
る
と
か
、
網
綸
を
流
す
と
か
の
際
に
は
、
先
づ
九
十
九
里

礁
の
手
前
を
鑑
定
す
る
、
近
く
て
無
薙
だ
か
ら
だ
、
若
し
手
前
は
駄
目
と
見
る
と
、
消
泣
出
し
と
九
十
九
里
礁
の
問
三
里
の
広
出
を
撰
む
、

此
の
九
十
九
里
砲
の
内
外
は
屈
怖
の
漁
均
な
の
だ
、
カ
ソ

n
根
へ
行
く
と
云
ふ
の
は
減
多
に
な
い
事
だ
。

會

a

侶
て
岩
砲
の
事
は
之
れ
で
騎
ぽ
尽
さ
れ
て
居
る
が
、
海
底
の
沙
と
泥
と
の
区
域
は
、
今
も
彼
等
漁
夫
仲
問
に
さ
へ
、
判
然
し
な
い
な
何
故

な
ら
ば
沙
で
あ
ら
う
と
、
泥
で
あ
ら
う
と
、
大
漁
不
漁
の
別
は
有
ら
う
が
、
別
段
危
険
が
な
い
か
ら
だ
、
そ
れ
に
面
底
は
紐
所
泥
が
有
っ
た

り
、
沙
に
な
っ
た
り
で
岩
礁
の
如
く
一
々
区
別
し
に
く
い
の
だ
。

昨
日
は
平
ら
な
沙
だ
と
思
っ
た
処
が
、
今
日
は
泥
が
湧
い
て
網
へ
非
常
に
粘
力
の
注
い
泥
が
一
杯
に
入
る
事
が
有
る
。
凪
波
の
た
め
に
海

水
が
、
動
椙
す
る
と
、
日
然
に
海
底
ま
で
揺
り
て
、
沈
澱
し
て
居
る
泥
が
、
湧
き
上

っ
て
流
れ
励
く
の
だ
か
ら
と
云
ふ
。
併
し
一
香
泥
の
多

い
処
は
、

9“他
の
切
で
、
殊
に
九
十
九
且
礁
と
柑
泣
出
し
と
の
問
に
は
、
広
大
な
泥
の
鋲
分
が
あ
る
と
云
ふ
、
之
は
陸
か
ら
流
れ
注
い
だ
泥

が
大
き
し
岩
他
の
問
へ
流
さ
れ
て
、
其
冊
へ
沿
付
し
て
切
っ
た
の
だ
ら
う
、
飯
岡
の
処
に
在
る
堅
店
の
内
側
は
砂
で
な
く
、

手
頃
の
石
が
面

““
 

底
を
薮
ふ
て
屈
る
と
云
ふ
の

t
沿
か
の
岩
が
、
磁
砕
け
て
散
り
布
い
た
物
と
思
は
れ
る
。

じ
ん
か
し

く

ら

"

風
波
も
な
い
の
に
昨
日
は
座
芥
一
ツ
な
い
透
明
で
あ
っ
た
磯
が
、
一
夜
の
中
に
面
が
や
比
布
で

一
杯
に
な
っ
て
地
曳
網
へ
此

t
海
紅
海
月

し
た
た

と
泥
が
怖
か
入
る
小
が
あ
る
、
之
は
沖
で
風
が
吹
い
た
と
か
海
泣
が
力
向
を
変
へ
た
あ
め
に
附
近
の
海
水
が
全
体
に
動
揺
を
起
し
た
も
の
ら

し
い
。
併
し
甜
流
測
協
の
為
に
流
す
、
ピ
ー
ル
壇
か
九
十
九
里
の
海
料
へ
涼
行
し
た
話
は
、
笞
て

UIIか
な
い
、
焦
潮
の
面
祓
が
九
十
九
里
喬

↑つ“

内
へ
は
入
る
事
が
な
い
の
だ
ら
り
。
処
が
鰹
釣
り
船
で
十
里
二
十
見
の
沖
へ
出
る
と
折
々
煎
潮
に
果
る
事
が
あ
る
と
、
其
時
は
船
が
非
常
な

/‘ 1i. 

177 



第三節 九十九里浜の海底地形

九
十
九
里
地
区
魚
磯
設

置
の
た
め
の
環
境
調
査

報
告
に
よ
る
海
底
地
形

千
業
Inバ
水
産
試
験
場
で
は
、

一
九
七
四
年
（
昭
和
四
九
）
九
十
九
里
地
区
沿
岸
洲
業
の
振
典
を
は

以
上
は
油
田
斬
汰
が
九
十
九
里
の
海
底
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
斬
由
念
は
主
人
の
漁
夫
た
ち
が
永
年
の

経
験
を
語
る
と
こ
ろ
を
漁
業
と
結
び
つ
け
な
が
ら
報
告
さ
れ
た
も
の
で
、
ま
こ
と
に
伐
重
な
氾
録
で
あ
る
。
海
底
地
形
を
学
究

的
に
説
明
す
る
の
で
な
く
漁
菜
生
活
に
ウ
エ
ー
ト
を
お
い
て
油
栗
上
か
ら
見
た
海
底
の
た
く
み
な
利
用
の
し
か
た
、
根
と
い
う

岩
礁
に
対
応
し
つ
つ
漁
栗
上
の
幾
多
の
問
俎
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
は
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

か
る
た
め
、
九
十
九
里
沿
船
域
の
小
関
根
周
辺
（
図
6
8
参
照
）
に
人
工
魚
礁
を
設
囮
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
必
要
と
す
る
設
凶
岡
辺
域
の
自
然
四
悦
条
件
を
把
握
す
る
た
め
、
海
底

地
形
と
底
打
閾
在
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
仇
重
な
多
く
の
デ
ー
ク
ー
を
報
告
し
て
い
る
。

近
面
へ
寄
っ
て
来
な
い
の
だ
と
い
ふ
艦
定
だ
。

速
力
で
追
む
、
若
し
海
流
と
反
対
の
風
が
吹
い
た
ら
平
常
な
ら
何
ん
で
も
な
い
位
の
風
で
も
、
波
が
大
き
く
な
っ
て
、
ピ
ッ
ク
リ
す
る
と
云

,“o 

ふ
、
一
体
鰹
は
燕
や
雁
の
如
き
渡
り
烏
で
、
四
月
か
ら
八
月
迄
は
南
か
ら
来
て
北
へ
行
く
、
群
居
し
て
海
面
を
浮
遊
し
て
行
く
の
だ
。
九
月

か
ら
十
一
月
頃
迄
は
北
か
ら
来
て
市
へ
去
る
。
九
十
九
旦
で
は
八
月
に
は
鰹
が
一
旦
位
の
近
海
ま
で
入
っ
て
来
る
、
之
を
七
夕
鰹
と
苫
っ

て
、
旧
の
七
月
節
な
の
だ
。
其
頃
は
海
が
兵
夏
で
咲
か
い
か
ら
。
鰹
が
ば
ら
／
＼
に
散
っ
て
遊
ん
で
居
る
。
そ
れ
が
九
月
北
凪
が
吹
き
始
め

る
と
、
一
団
に
集
合
し
て
、
南
方
へ
焔
り
支
度
だ
、
一
番
多
く
釣
れ
る
の
は
此
時
で
、
大
殺
し
と
呼
ぶ
大
煎
季
な
の
だ
。
鰹
は
既
か
い
滉
を

逐
ふ
て
行
く
魚
だ
。
之
を
釣
る
に
は
生
き
た
鰯
の
餌
で
、
物
干
竿
よ
り
も
太
い
二
問
半
位
の
竹
竿
で
、
水
而
で
釣
る
、

一
団
を
成
し
て
行
き

過
き
る
の
を
途
中
で
釣
る
の
だ
か
ら
、
三
十
分
位
で
行
ん
な
行
き
過
ぎ
る
。
す
る
と
又
次
の
廻
り
を
待
っ
て
釣
る
の
で
、
鰹
釣
り
は
一
ツ
時

千
貫
と
云
ふ
話
が
あ
る
、
火
事
め
騒
ぎ
の
様
な
急
が
し
い
釣
り
方
で
、
顔
色
が
な
く
な
る
程
必
死
で
、
釣
り
上
げ
る
の
だ
。
今
年
は
九
月
迄

鰹
が
一
尾
も
漁
れ
な
か
っ
た
。
房
州
で
は
石
油
発
動
腹
船
で
遠
洋
へ
出
た
ら
相
当
に
釣
っ
た
の
で
今
年
は
黒
潮
の
匝
流
は
沖
を
通
ふ
て
居
て
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b
 
設
置
予
定
点
付
近
の
底
質
と
底
襖
生
物

に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
地
形
の
変
化
の
あ
る
屯
所
は
み
ら
れ
な
い
。

海退現象と闇流

に
示
す
と
お
り
、
片
貝
港
灯
台

よ
り
磁
針
方
位
で
一
三
八
度
三

0
分
、
距
離
六
・
八
浬
（
約
一

二
六
0
0
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
る
。
こ
の
付
近
の
海
底
地
形
は
図

63
に
示
す
よ
う
に
、
水
探
二
六
メ
ー
ト
ル
ー
ニ
七
メ
ー
ト
ル
で
、

海
底
の
表
面
に
凹
凸
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
極
め
て
平
垣
な
地
形
と
な
っ
て
い
て
、
通
称
地
形
的
に
「
根
」
と
い
う
言
葉
で
一
般

設
四
予
定
点
の
位
誼
は
図

63
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坑三節 九十九里浜の海底地形
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第三章 海退現象と嘲流
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祁三節 九十九里浜の面底地形

岩礁分布図

182 



第三章 誨退現象と瀾流
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第三節 九十九里浜の海底地形
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