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i塑
域のの

明津
jy 
めと
て

日
本
の
都
市
の
は
と
ん
ど
は
海
岸
線
に

接
し
た
場
所
、
つ
ま
り
沿
岸
域
に
立
地

L
、
全

国
の
人
口
の
約
半
分
が
海
岸
線
を
有
す
る

市
町
村
に
居
並
す
る
。
ま
た
水
産
や
海
運

業
工
業
立
地
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
済
産

業
活
動
も
沿
岸
域
が
中
心
で
あ
り
、
現
在
の

日
本
町
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
の
は
沿
岸
域

が
活
用
で
き
た
か
ら
だ
と
い
っ
て
も
過
二
言
一
で

は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
沿
岸
域
は
私
た
ち
の
存
在
基

盤
だ
が
、
一
方
で
楽
し
み
の
た
め
の
場
所
で

も
あ
る
。
豊
か
に
な
っ
た
日
本
社
会
で
は
、
ド

ラ
イ
ブ
や
遊
漁
、
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
l
ト
な
ど

の
沿
岸
按
で
の

U
ジ
ャ
ー
や
レ
ク
リ
エ
l

ン
ヨ
ン
機
会
が
楢
加
し
、
身
近
な
余
暇
活
動

の
場
と
し
て
も
重
要
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
節
操
の
な
い
利
用
を
続
け
た

結
果
、
日
本
の
沿
岸
域
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で

固
め
ら
れ
、
美
し
い
風
景
を
求
め
る
は
ず
の

海
岸
は
ゴ
ミ
で
見
る
影
も
な
い
。
重
要
な
空

間
で
あ
り
な
が
ら
、
沿
岸
域
は
必
ず
し
も
大

切
に
扱
わ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
沿
岸

域
を
犠
牲
に
し
て
得
ら
れ
た
富
を
社
舎
が

享
受
す
る

一
方
、
私
た
ち
の
毎
日
の
生
活
は

沿
岸
域
と
縁
が
な
く
「
海
に
背
を
向
け
た
生

活
」
(
野
本
、

一
九
九
五
)
を
続
け
て
い
る
。
そ

の
く
せ
失
っ
た
沿
岸
域
を
求
め
る
よ
う
に
、

多
く
の
日
本
人
が
「
棄
し
い
海
」
を
見
に
海
外

へ
出
か
け
る
と
い
う
矛
盾
を
繰
り
返
し
て
い

る
。
も
は
や
「沿
岸
域
の
時
代
」
は
日
本
で
は

過
ぎ
去
っ
た
過
去
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

今
回
は
沿
岸
域
の
持
っ
さ
ま
ざ
ま
な
価
値

や
可
能
性
と
、
そ
の
価
値
が
失
わ
れ
よ
う
と

し
て
い
る
危
機
の
現
状
に
つ
い
て
解
説
し
た

、
。
hv 

、
沿
岸
域
の
価
値
と
そ
の
危

機①
干
潟

藤
前
干
潟
、
諌
早
湾
で
繰
り
返
し
議
論
さ

れ
た
内
容
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
水
深

の
浅
い
海
と
そ
れ
に
接
続
す
る
陸
を
吉
む
沿

岸
域
は
、
生
態
的
環
境
的
に
き
わ
め
て
重

要
な
空
間
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
注
目
さ
れ

て
い
る
干
潟
は
、

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
た
り
の

汚
水
処
理
能
力
が
一
-
一
O
O
か
ら
六
O
O
人

分
と
も
言
わ
れ
る
高
い
浄
化
能
力
持
ち
(
倉

田、

一
九
九
六
)
、
そ
れ
だ
け
で
も
保
全
す
る

理
由
は
十
分
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
以
上
に
、

ベ
ン
ト
ス
(
底
生
生
物
)
や
飛
来
す
る
烏
の
存

在
に
よ
っ
て
、
生
物
多
棟
性
の
点
で
も
高
い

評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
潮
干
狩

り
や
パ
l
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
な
ど
、
人
が
自

然
と
ふ
れ
あ
う
場
所
と
し
て
も
、
大
切
な
水

辺
空
間
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
干
潟
の
破
壊
は
予
想
以

上
に
進
ん
で
い
る
。

一
九
四
五
年
に
は
全
国

で
約
八
万
五
千
〈
ク
タ
l
ル
あ
っ
た
と
推
定

さ
れ
て
い
る
干
潟
は
、
現
在
ま
で
に
三
万
ヘ

ク
タ
ー
ル
が
消
実
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ

は
調
査
ご
と
に
減
少
し
て
い
る
(
環
境
庁
の

自
快
環
境
保
全
基
礎
調
査
か
ら
)
の
で
、
今

桂
は
ま
ず
こ
れ
を
止
め
る
こ
と
に
努
力
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

②
離
場

沿
岸
域
の
環
境
で
干
潟
と
並
ん
で
賞
さ

れ
る
の
は
理
場
で
あ
る
。
理
場
の
海
軍
は
私

た
ち
の
食
用
と
し
て
直
接
利
用
す
る
こ
と

も
で
き
る
が
、
車
場
は
魚
類
の
生
息
場
所
で

あ
り
、
そ
の
幼
稚
仔
の
県
育
場
と
し
て
重
要

ー

な
生
態
系
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
八
七
年
か

ら
わ

f
か
二

0
年
間
で
約
六
回
O
O
ヘ
ク

a-

タ
l
hw
の
葎
場
が
央
わ
れ
た
(
環
境
庁
の
自

然
環
境
保
全
基
礎
調
査
か
ら
)
。
破
壊
の
最

大
の
原
因
は
埋
立
で
あ
る
。
埋
立
面
積
は
戦

後
だ
け
で
一
四
万
五
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
明
治

時
代
か
ら
戦
前
ま
で
の

一
O
倍
以
上
の
海

ιを
短
い
期
間
で
埋
め
立
て
て
し
ま
っ
た

(
若
鴨
川令
一
O
O
O
な
ど
参
照
)。

③
海
岸

、

海
点
は
私
た
ち
と
海
(
海
域
)
と
の
接
占

を
作
っ
て
く
れ
る
場
所
で
あ
る
。
海
辺
で
タ

日
を
楽
し
ん
だ
り
海
水
浴
に
出
か
け
た
り

す
る
海
岸
は
身
近
な
自
然
環
境
で
あ
り
、
畳

山
が
趣
味
で
な
い
と
撞
す
る
機
会
が
少
な
い

山
の
自
黙
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な

直
接
的
利
用
価
値
ば
か
り
で
は
な
く
.
沿
岸

践
は
わ
れ
わ
れ
の
文
化
を
育
ん
だ
場
所
で

も
あ
る
。
子
供
時
代
か
ら
慣
れ
親
し
ん
だ
物

語
「
羽
衣
」
は
白
砂
青
松
町
海
岸
景
観
を
抜

き
に
し
て
は
語
れ
な
い
し
「
浦
島
太
郎
」
は
浜

辺
が
舞
台
で
あ
る
。

し
か
し
自
黙
の
ま
ま
の
状
態
の
海
岸
は
減

少
し
て
い
る
。
海
岸
統
計
(
国
土
空
通
省
)
か

ら
こ
の
経
過
が
わ
か
る
が
、
一
九
六
O
年
当

時
人
O
%
近
か
っ
た
自
然
海
岸
の
割
合
は
、

最
近
は
五
三
%
に
ま
で
減
少
し
た
(
図
1
、

敷
田
小
荒
井
、

一
九
九
六
書
照
)
。
日
本
の

海
岸
輔
の
約
半
分
に
、
護
岸
埋
立
地
。
港

図1 日本の自然海岸率の推移(1鉛O年以降)
逮)自然湾岸司院は敏園 小荒井(1説話)の方注により算出した。
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湾
-漁
港
な
ど
の
人
工
的
な
構
造
物
が
作
ら

れ
て
い
る
。

さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
海
岸
の
漂
着
・
放

置
ゴ
ミ
で
あ
る
。
砂
浜
を
歩
く
に
も
困
る
ほ

ど
の
量
の
ゴ
ミ
が
海
岸
を
台
な
し
に
し
て
い

る
が
、
そ
の
総
量
は
プ
ラ
ス
チ
Y
ク
だ
け
で

毎
年

一
1
二
万
ト
ン
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

内
閣
府
の
調
査
(二
O

O
こ

に
よ
れ
ば
、
こ

れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
回
答
者
の
約

六
O
%
が
海
辺
に
対
す
る
不
満
は
ゴ
ミ
が

原
因
だ
と
し
て
い
る
。

④
水
産
物

沿
岸
域
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
価
値
で
最

も

一
般
に
認
識
さ
れ
や
す
い
価
値
が
水
産
物

で
あ
る
。
私
た
ち
の
食
生
活
は
沿
岸
域
で
生

産
さ
れ
る
魚
介
類
に
大
き
く
依
存
し
て
い

る
。
最
近
は
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
二
八
O
万
ト
ン
の
魚
介
類
が
沿
岸
漁
業

で
生
産
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
豊
か
な
漁
業
生

産
は
、
沿
岸
波
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
得
ら
れ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

二
、
価
値
と
そ
れ
キ
-
破
壊
し
た

分
断
、
ン
ス
テ
ム

こ
の
よ
う
に
沿
岸
域
は
、
①
生
態
系
や
環

境
サ
ー
ビ
ス
の
価
値
、
②
自
然
環
境
や
資
源

を
直
接
消
費
し
な
い
が
享
受
す
る
価
値
、
③

直
接
消
費
す
る
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
る
生

産
物
の
価
値
、
@
文
化
を
創
る
存
在
の
価
値

な
ど
多
様
な
価
値
を
持
つ
私
た
ち
の
財
産
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
私
た
ち
は
こ
の
沿
岸
成
を

大
切
に
扱
?
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
残
念
な

が
ら
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
「
手
荒
な
扱
い」

を
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

実
は
、
そ
れ
は
沿
岸
域
環
境
の
提
供
す
る

環
境
サ
ー
ビ
ス
の
一
部
分
だ
け
を
利
用
し
て

き
た
結
阻
端
で
あ
る
。
例
え
ば
、
沿
岸
域
の
埋

立
は
、
そ
れ
に
適
し
た
浅
海
の
性
質
だ
け
を

利
用
し
て
景
観
美
な
ど
は
切
り
捨
て
た
結

果
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
省
庁
間
の
対

立
や
官
庁
ご
と
に
管
理
者
が
異
な
る
「
分

d

断
」
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
。

そ
の
例
を
あ
げ
よ
う
。
私
た
ち
の
目
に
は

同
じ
よ
う
に
見
え
る
海
岸
も
、
海
岸
法
・
漁

港
法
'
港
湾
法
・
土
地
改
良
法
で
管
理
が
分

か
れ
る
。
も
っ
と
も
省
庁
再
編
で
、
名
目
上
は

回
土
交
通
省
が
七
二
%
の
海
岸
を
管
理
す

る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
現
実
は
あ
ま
り
変
わ

ら
な
い
。
海
岸
ば
か
り
で
は
な
く
、
海
上
は
海

上
保
安
庁
が
管
理
し
て
い
る
。
ナ
ホ
ト
カ
号

重
油
流
出
事
故
の
際
に
迅
速
に
対
応
で
き

な
か
っ
た
最
大
の
原
因
は
、
こ
の
よ
う
な
分

割
管
理
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
分
割
管

理
は
境
界
線
を
は
さ
ん
で
責
任
回
避
と
押

し
付
け
を
横
行
さ
せ
る
。

さ
ら
に
利
用
者
も
、
沿
岸
織
の
特
定
の

サ
ー
ビ
ス
だ
け
を
選
ん
で
利
用
し
て
き
た
た

め
に
「
分
断
」
さ
れ
て
い
る
。
海
水
浴
は
海
水

浴
だ
け
、
釣
り
は
釣
り
だ
け
と
、
特
定
の
機

能
だ
け
を
利
用
す
る
の
で
、
沿
岸
域
環
境
全

体
を
享
受
す
る
意
識
が
な
い
。
だ
か
ら
、
品
品
が

獲
れ
さ
え
す
れ
ば
い
い
、

ジ
エ
Y
ト
ス
キ
ー
さ

え
で
き
れ
ば
い
い
と
考
え
、
す
ぐ
そ
こ
の
海

岸
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
も
自
分
た
ち
の
利

用
が
妨
げ
ら
れ
な
い
限
り
反
対
は
し
な
い
。

つ
ま
り
沿
岸
域
の
危
機
の
解
決
は
「
分
断
」

の
解
消
が
鍵
で
あ
る
。
そ
し
て
現
実
的
に

は
、
分
断
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
、
ま
た
は
促

進
し
て
い
る
沿
岸
繊
の
制
度
や
法
律
の
見
直

し
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

一二
、
お
し
ま
い
に

黒
松
林
と
白
い
砂
浜
が
続
く
美
ま
し
国
の

沿
岸
域
は
、
二
一
世
紀
を
迎
え
た
今
、
大
き

な
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
。
二
O
世
紀
後
半

に
沿
岸
域
の
物
理
的
破
壊
が
進
め
ら
れ
た

結
果
、
身
近
な
沿
岸
域
で
の
私
た
ち
の
文
化

創
造
以
濁
難
に
な
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
「
美

し
い
海
岸
」
を
求
め
て
海
外
へ
出
か
け
、
わ
ず

か
に
残
さ
れ
た
沿
岸
域
で
は
、
レ
ジ
ャ
ー
が

ま
す
ま
す
盛
ん
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
私
た
ち

の
中
の
沿
岸
域
」
の
危
機
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

次
回
は
沿
山
停
域
の
利
用
の
特
徴
と
そ
の
傾

向
に
持

て
護
た
い
。
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