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は
じ
め
に

１
月
半
ば
過
ぎ
平
成
２２
年
度
の
小
学
生
の

「
ふ
る
さ
と
学
習
交
流
会
」
と
い
う
の
が
あ

っ
た
。

能
代
市
の
小
学

生
が
、

ふ
る
さ
と
の
伝
統
芸
能
や
自
然
環
境
等
を
学
び
、

発
表
す
る
場
で
あ
る
。　

一
般
の
大
人
も
参
加
し
て
よ
い

と
い
う
の
で
行

っ
て
み
た
。

子
ど
も
た
ち
が
、

少
し
緊
張
し
な
が
ら
も
生
き
生
き
と
、

踊

っ
た
り
、

発
表
し
た
り
し
て
い
た
。

５５
年
も
前
に

小
学
校
を
卒
業
し
た
私
た
ち
の
時
代
に
は
、

こ
う
い
う
学
び
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

子
ど
も
の
頃
か
ら
こ
う

し
て
身
近
な
文
化
を
学
ぶ
こ
と
は
と
て
も
大
切
で
、

意
識
し
て
学
ぶ
場
を
作
ら
な
い
と
伝
わ
っ
て
い
か
な
い
の
だ

と
思
う
。

私
の
２０
年
に
近
い

「風
の
松
原
」
の
学
び
も
、　

一
時
中
断
し
て
い
た
の
だ
が
、

子
ど
も
た
ち
の

「
ふ
る
さ
と
学

習
」
と
全
く
同
じ
な
の
だ
か
ら
、

私
な
り
に
で
き
る
範
囲
で
や
れ
ば
い
い
の
だ
と
思
い
直
す
こ
と
で
再
開
す
る
こ

と
が
で
き
た
。

今
年
だ
か
ら
こ
そ
、

「風
の
松
原
の
３
０
０
年
」
を
ま
と
め
た
い
、

何
よ
り
も
松
原
を
残
し
て
く
れ

た
越
後
屋
、

越
前
屋
両
家
を
は
じ
め
と
す
る
幾
万
の
人
た
ち

へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を

一
市
民
と
し
て
伝
え
た
い
と

思

っ
て
い
た
の
だ
。

古
文
書
は
全
く
読
め
ず
、

資
料
も
理
解
で
き
な
い
も
の
も
あ

っ
た
り
で
、

基
礎
知
識
の
無
さ

を
嘆
き
、

物
忘
れ
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
の
作
業
で
あ

っ
た
。

ま
た
、

「風
の
松
原
」
全
体
と
な
る
と
あ
ま
り
に
も
範
囲
が
広
く
、

手
に
負
え
な
い
の
で
後
谷
地
固
有
林
中
心
の

ま
と
め
と
す
る
こ
と
に
し
た
。

今
年
は
１
７
１
１
年

（正
徳
元
）
、

能
代
の
有
力
な
問
屋
６
代
目
越
後
屋

（渡
辺
）
太
郎
右
衛
門
が
、

ク
ロ
マ

ツ
植
林
に
つ
な
が
る
砂
留
め
を
命
じ
ら
れ
て
か
ら
、

ち
ょ
う
ど
３
０
０
年
目
に
あ
た
る
。

能
代
の
砂
防
林
の
歴
史

を
振
り
返
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
年
。
こ
の
３
０
０
年
の
間
に
能
代
の
砂
防
林
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
の
か

を
今

一
度
確
認
し
、

植
林
に
関
わ
っ
た
人
た
ち
に
思
い
を
は
せ
る
こ
と
が
、

こ
れ
か
ら
の
保
全
を
考
え
る
上
で
の

基
盤
に
な
る
の
で
は
と
も
思
う
。
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１
７
０
０
年
頃
の
能
代

（野
代
）

能
代
の
町
づ
く
り
は
１
５
０
０
年
代
半
ば
頃
よ
り
始
ま

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
１
５
０
年
た

っ

て
、

民
間
に
よ
る
砂
留
め
工
事
の
始
ま
る
頃
の
能
代
は
ど
ん
な
状
態
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

１
６
９
４
年
の
元
禄
大
地
震
、
１
７
０
４
年
の
宝
永
大
地
震
と
続
い
て
大
き
な
被
害
を
受
け
、

「
野
代
」
か
ら

「能
代
」
へ
と
改
称
さ
れ
た
頃
で
あ

っ
た
。

一
方
、

毎
年
秋
か
ら
翌
春
に
か
け
て
の
砂
飛
び
が
、

年
ご
と
に
激
し
く
な
り
、

そ
の
被
害
は
清
助
町
、

旧
鍛
治

町
、

柳
町
、

畠
町
方
面
ま
で
及
ん
で
い
た
。

清
助
町
、

鍛
治
町
で
は
砂
に
埋
ま
り
潰
れ
て
し
ま
う
家
も
あ

っ
た
。

１
７
０
０
年
代
に
入

っ
て
か
ら
秋
田
藩
に
よ
る
砂
留
め
工
事
も
行
わ
れ
た
の
だ
が
失
敗
し
て
い
る
。

街
の
発
展

の
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
こ
の
砂
飛
び
を
抑
え
、

農
地
や
住
宅
地
を
増
や
す
こ
と
が
迫
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

砂
留
め
工
事
は
生
半
可
な
覚
悟
で
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。

材
料
代
、

人
夫
賃
と
い
っ
た
多
額
の
直
接
経
費

ば
か
り
で
な
く
、

土
木
建
築
の
技
術
、

植
生
、

風
、

砂
等
に
対
す
る
知
識
が

要
求
さ
れ
、

ま
た
長
い
年
月
が
か
か

る
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

そ
し
て
ま
た
必
ず
成
功
す
る
と

い
う
保
証
も
な
い
。
６
代
目
越
後
屋

（渡
辺
）
太
郎
右
衛
門
、
４
代
目
越

前
屋

（村
井
）
久
右
衛
門
両
人
の
決

意
は
い
か
ば
か
り
で
あ

っ
た
か
。

深

く
敬
意
を
表
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

私
は
初
め
両
人
の
分
担
し
た
地
域

》

吊

ｒ
Ａ

中
ど

ｒ

伸
ヽ
い
留
￥

「後
谷
地
砂
留
」
が
始
ま
る
。

翁
能
代
町
絵
図
」
享
保
１３
年

立
林
町

（旧
本
町
、

現
西
通
町
）
が
新
し
く
造
ら
れ
る

（１
７
２
８
し

よ
り

学 も后汁'自い

町■の松原」全体図 (「風の松原に守られる人々の会」作成リーフレットより)
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を
は
つ
き
り
分
け
、

そ
れ
ぞ
れ
の
工
法
を
図
解
し
た
い
と
考
え
た
。

区
域
は

お
お
よ
そ
分
か
っ
て
い
る
し
、

砂
留
め
工
法
の
数
字
も
載

っ
て
い
た
か
ら
だ
。

①
は
越
後
屋
太
郎
右
衛
門
担
当
の

「清
助
町
後
砂
留
」
。

今
の
能
代
公
園

か
ら
日
和
山
下
に
か
け
て
の
区
域
で
、
１
７
１
１
年

（正
徳
元
）
に
命
じ
ら

れ
、

翌
１
７
１
２
年

（正
徳
２
）
よ
り
自
費
で
始
め
て
い
る
。
こ
の
地
は
何

代
に
も
わ
た
り
越
後
屋
太
郎
右
衛
門
家
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

②
は
越
前
屋
久
右
衛
門
担
当
の

「鍛
冶
町
、

新
町
、

出
戸
町
砂
留
」
（盤

若
野
砂
留
）
。
こ
こ
は
昔
、

盤
若
山
野
と
呼
ば
れ
た
地
域
で
は
な
い
か
と
調

べ
て
み
た
が
、

範
囲
が
は

っ
き
り
し
な
か

っ
た
。

今
の
盤
若
町
、

西
通
町
、

末
広
町
、

景
林
町
辺
り
と
思
わ
れ
る
。

新
町
は
今
、

大
手
町
と
な

っ
た
が
こ

こ
も

一
部
入

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
区
域
は

「盤
若
町
辺
り
は
正
徳
３

年

（
１
７
１
３
）
か
ら
享
保
年
中

（１
７
３
４
年
頃
）
ま
で
自
費
で
」
と
、

「享
保
９
年

（１
７
２
４
）
か
ら
始
ま

っ
た
」
、
と
の
記
録
が
あ
る
が
、
３
町

が
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

後
に
能
代
奉
行
所
の
役
人
で
あ
る
白
坂

新
九
郎
、

鈴
木
助
七
郎
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
場
所
を
含
ん
で
い
る
。

③
は
越
後
屋
太
郎
右
衛
門
、

越
前
屋
久
右
衛
門
両
人
で
費
用
を
折
半
し

た

「後
谷
地
砂
留
」
で
、
１
７
１
２
年

（正
徳
２
）
に
願
い
出
、

翌
１
７
１

３
年

（正
徳
３
）
よ
り
始
ま

っ
て
い
る
。

当
時
は
住
宅
地
よ
り
南
方

一
帝
は

後
谷
地
と
呼
ば
れ
た
広
大
な
未
開
の
地
で
あ

っ
た
。

両
人
の
受
け
持
ち
場
は

東
西
４
５
０
間
、

南
北
５
１
０
間
、

お
よ
そ
７５
惨

（町
歩
。
ｌ
間
を
１

・
８

所
で
計
算
）
に
及
ん
だ
。

南
限
は
旧
大
内
田
村
境
、

東
は
今
の
中
和
通
り
辺

り
、

西
は
海
岸
ま
で
、

と
な

っ
て
い
る
が
、

範
囲
が
広
す
ぎ
単
純
な
計
算
で
は
今
の
後
谷
地
固
有
林
が
ど
の
程
度

含
ま
れ
て
い
た
の
か
、

よ
く
分
か
ら
な
い
。

日
　
本
　
海

●
坐藤景林のは

「砂留」初期の分担区域 (推定)
(1710年 代)

常奪C)「消JIJ町後砂留」担当 越後尾太郎右衝Pl

0「鍛冶町、新WI、出,i町砂留J(盤析野砂留)担当 越 前屋久右簡PJ｀

C)「後谷地砂田J担ち 魁 後煤太郎イi衛円、越前屋久右衛F」

●大森桁1子打千t  Z
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１
４
丈
の
な
ぞ

古
文
書
に
よ
る

「
清
助
町
後
砂
留
」
と

「後
谷
地
砂
留
」
の
工
法
は
、

ほ
ぼ
同
じ
に
な

っ
て
い
る
。

「
長
さ
１４

丈
の
丸
太
柱
を
建
て
、

賛
垣
等
を
設
け
る
が
、

飛
砂
激
し
く
砂
に
埋
ま

っ
て
役
に
立
た
な

い
の
で
、

材
木
で
所
々

に
垣
を
作
り
、

町
中
か
ら
ご
み
を
集
め
て
垣
の
間
に
入
れ
、

そ
の
上
に
さ
ら
に
二
重
三
重
に
垣
を
立
て
た
。

そ

の
年
に
よ

っ
て
は
１
年
に
４
、
５
度
も
費
立
て
を
し
、

よ
う
や
く
砂
が
留
ま
る
よ
う
に
な
り
、

草
の
種
を
蒔

い
た
。

数
年
で
自
然
に
草
が
根
付
く
よ
う
に
な
り
、

某
夷
や
柳
を
植
え
大
方
青
山
と
な

っ
た
―

」

「
鍛
冶
町
、

新
町
、

出
戸
町
砂
留
」
（盤
若
野
砂
留
）
で
は

「
長
さ
１
０
０
間
、

高
さ
５
尺

の
上
手
を
、

《
す
か
ら
み
》
と

い
う
方
法
で
造
り
、

砂
が
留
ま

っ
て
か

　
　
く

「天
保
七
年
、

越
後
屋
太
郎
右
衛
門
上
言

ら
西
と
東
に
そ
れ
ぞ
れ
１
０
０
間
の
費
垣
を
造
る
」

こ
れ
ら
を
寸
法
に
従

い
略
図
を
書

い
て
み
た
が
、
し
ょ
せ
ん
素
人
、

人
前
に

出
せ
る
よ
う
な
も
の
に
は
な
ら
な

い
。

何
よ
り
１４
丈

（約
４２
所
）
が
気
に
な

っ

て
仕
方
な

い
。

１４
尺

（４

・
２
済
）
の
間
違

い
で
な

い
か
と
原
本
の
コ
ピ
ー
を

見
せ
て
も
ら

つ
た
が
、

や

っ
ぱ
り

『拾
四
丈
』
で
あ

っ
た
。

思

い
あ
ま

っ
て
歴

史
研
究
家
に
尋
ね
る
と

「
以
前
そ
の
１４
丈
が
話
題
に
な

っ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。

一
度
記
録
さ
れ
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
写
さ
れ
て
い
つ
た
の
で
な
い
か
」
と

い
う

見
解
で
あ

っ
た
。

土
木
建
築
に
詳
し
い
長
兄
に
は
前
か
ら
図
に
し
て
ほ
し
い
と
、　

一
式

コ
ピ
ー

し
て
届
け
て
あ

っ
た
。

な
か
な
か
や

っ
て
く
れ
な

い
の
で
催
促
し
た
ら
、

「
４２

済
も
の
柱
は
こ
の
辺
で
簡
単
に
準
備
で
き
る
も

の
で
な

い
。　

一
般
の
土
木
工
事

に
使
う

こ
と
は
あ
り
え
な

い
。

仮
に
１４
尺

（
４

・
２
肘
）

の
間
違

い
で
あ

っ

た
と
し
て
も
大
量
に
打
ち
込
め
る
材
料
で
は
な

い
。

何
か
の
間
違

い
で
な

い
か
。

も

っ
と
当
時
の
寸
法
を
調
べ
た
方
が
い
い
」
と
返
さ
れ
て
し
ま

つ
た
。

亀
を

r,

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l

l

|

|

l

l

|

|

|

|

|

|

上書の中に
されてしヽる

匁
孫
全
文
イ
わ
搾
性
肝
物
い
捗
乙
冴
名
去
γ
ヮ
ぅ
ψ

商
物
或
烈
る
竹
を
な
分

〇
ユ
吹
禁
祐
広
概
る
イ
ム

秘
弼
ぱ
聯
現

つ
七％
駒
亨
ば
絡サ
砕
Ｌ
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今
使

っ
て
い
る
尺
貫
法
が
通
用
し
な

い
の
か
。

そ
う
な
る
と
資
料
に

出
て
く
る
他
の
数
字
も
す
べ
て
？
に
な

っ
て
力
が
抜
け
る
よ
う
で
あ

っ

た
。
も

の
ご
と
を
オ
ー
バ
ー
に
表
す
習
慣
、

例
え
ば
盆
踊
り
の
金

一
封

「
１
千
円
」
が
読
み
上
げ
ら
れ
る
時
は

「
一
、

金
１
万
円
な
り
」
に
化
け

る
世
界
な
の
だ
ろ
う
か
。

「白
髪
三
千
丈
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
。

当
時

の
人
に
は
常
識
で
通
用
す
る
こ
と
で
も
、

時
代
が
変
わ
れ
ば
？
に
な
る
。

ち
な
み
に
能
代
公
園
わ
き

の

「
越
後
屋
太
郎
右
衛
門
の
松
」
は
高
さ
が

２０
所
と
な

っ
て
い
る
。

あ

の
松

の
２
倍
も
の
柱
と

い
う

の
は
、

や
は
り

考
え
に
く

い
。

出
ば
な
を
く
じ
か
れ
た
よ
う
で
ガ

ッ
ク
リ
、
し
ば
ら
く
は
続
け
る
気

が
起
き
な
か

っ
た
。

‐４
丈
の
ナ
ゾ
は
今
す
ぐ
に
は
解
明
で
き
な

い
け
れ
ど
も
、

い
つ
か
は

納
得

の
い
く
も
の
に
し
た

い
と
思

っ
て
い
る
。

そ
し
て
自
己
流
の
図
を

書

い
て
い
る
う
ち
に
、

こ
れ

つ
て
私
が
今
ま
で
い
っ
ぱ

い
見
て
き
た
近

代
の
砂
丘
造
り
と
ほ
ぼ
同
じ
で
な

い
か
、

な
ら
ば
そ
の
写
真
を
こ
こ
に

持

っ
て
き
て
後
は
想
像
し
て
も
ら
え
ば

い
い
の
で
な

い
か
、

と
思

い
付

い
た
。

▲ヨシ章で作る堆砂垣。写真は近代のもの。1700年代
1砂留」が始まった頃は、垣と垣の間にごみを入れ、さ

らにその上に費立てを繰り返した

く芝を絡ませた堆砂垣。この工法は今でも当地方で
け がらみ」と呼ばれている。数年たって砂車 (八マニ

ンニク等)が育つてきた

串 穀
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１
８
０
０
年
頃
の
松
原
の
広
が
り

１
、

「
能

代
木

山
方

備

図
面
」

砂
留
め
開
始
か
ら
約
１
０
０
年
後
、

松
植
林
は
ど
れ
く
ら
い
進
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

１
８
０
０
年
頃
作
成
と
い
わ
れ
る

「能
代
木
山
方
備
図
面
」
の
原
本
は
見
た
こ
と
は
な
い
が
、

「
写
し
」
の
コ

ピ
ー
が
数
種
類
手
元
に
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
少
し
ず
つ
違

っ
て
い
る
の
は
、

写
し
た
人
の
目
的
に
よ
り
省
略
さ
れ
た

り
加
筆
さ
れ
た
ら
し
い
。
こ
れ
ら
の

「写
し
」
を
総
合
し
て
み
る
と
、
１
０
０
年
の
間
に
後
谷
地
と
呼
ば
れ
て
い

た
広
大
な
あ
ち
こ
ち
で
植
林
が
行
わ
れ
て
お
り
、

畑
地
が
増
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

例
え
ば
大
森
山
よ
り
西
の
馬
道
に
沿

っ
て
、

大
森
山
の
東
側
、

男
鹿
街
道
に
沿

っ
て
今
の
景
林
町

・
松
美
町

・

昭
南
町
の

一
部
、

花
園
町
辺
り
、

追
分
町
、

通
町
、

住
吉
町
、
と
植
林
の
規
模
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

広
い
範

囲
に
わ
た

っ
て
い
る
。

村
井
久
右
衛
門
の
名
も
見
え
る
が
、

随
所
に

「木
山
方
植
立
松
」
と
書
か
れ
て
い
る
も
の

も
あ
り
、

こ
の
年
代
に
は
能
代
奉
行
所
か
ら
独
立
し
本
庁
管
轄
と
な

っ
た

「能
代
木
山
方
」
が
松
植
林
に
大
き
く

関
わ

っ
て
い
た
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
。

２
、

今
も
あ
ざ
や
か
な
真
澄
の
絵

１
８
０
０
年
頃
と
い
え
ば
、

有
名
な
旅
行
家
、

菅
江
真
澄
が
１
８
０
６
年
能
代
を
基
点
に
近
辺
を
歩
き
、

数
々

の
絵
や
紀
行
文
を
残
し
て
い
る
。

「能
代
市
史
・特
別
編
・自
然
」
に
も

「能
代
の
浦
与
住
吉
の
松
原
与
萩
野
の
沼
」

「鹿
の
城
」
「能
代
の
湊
」
等
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

当
時
の
能
代
の
様
子
が
描
か
れ
、

絵

・
文
、

共
に
興
味
深
い
。

絵
は
必
ず
し
も
実
際
の
光
景
と
同
じ
で
な
い
、

描
く
人
の
興
味
に
し
た
が
っ
て
強
調
さ
れ
る
部
分
が
違

っ
て
く
る
、

と
言
わ
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
絵
文
は
当
時
の
風
景
を
紡
彿
と
さ
せ
、

見
飽
き
る
こ
と
が
な
い
。

私
は
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こ
れ
ら
の
絵
を
見
る
と
、
ど
こ
か
ら
見
て
描
い
た
の
だ
ろ
う
と
、

現
地
に
立

っ
て
み
た
く
な
る
。

「萩
野
の
沼
」
は
こ
れ
ま
で
ず

っ
と
元
出
戸
沼
の
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
込
ん
で
い
た
。

「能
代
市
史
」
の
解
説
を

見
て
そ
う
で
は
な
さ
そ
う
と
知
り
、

な
ら
ば
ど
こ
に
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
と
不
思
議
だ

っ
た
。
じ

っ
と
絵
を
見
て

い
る
と
右

（西
方
）
に
大
森
の
社
、

正
面
上
部

（南
方
）
に
出
戸
山
神
社
ら
し
き
標
、

手
前
の
松
並
木
は
男
鹿

街
道
で
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
現
能
代
公
園
よ
り
も
も

っ
と
南
の
高
台
で
、

男
鹿
街
道
が
足
元
に
み
え
る
所
、

ひ
ょ
っ
と
し
て
私
の
生
ま
れ
た
旧
本
町
に
あ

っ
た

「山

っ
こ
」
で
な
い
だ
ろ
う
か
、

な
ど
と
勝
手
に
想
像
し
て
み

る
。

地
図
上
に
立
っ
て
み
る
と
そ
れ
は
可
能
で
あ

っ
た
。

真
澄
の
絵
に
あ
る
ピ
ー
ナ
ツ
型
の
沼
は
、
日
本
海
中
部
地
震
の
際
、

波
状
化
現
象
の
起
き
た
形
に
よ
く
似
て
い

る
。
１
８
０
０
年
頃
は
出
戸
沼
お
よ
び
周
り
の
湿
地
は
、

近
代
に
な

っ
て
埋
め
立
て
た
頃
よ
り
ず

っ
と
広
か

っ
た

の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も

「能
代
市
史

・
自
然
」
を
参
考
に
し
て
の
推
測
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
菅
江
真
澄
が
当
時
の
能
代
の
様
子
を
丁
寧
に
描
い
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、

植
林
が
ど
の
く
ら
い

進
ん
で
い
た
か
も
、

想
像
で
き
る
の
だ
。

「能
代
の
浦
」
に
は
植
林
前
の

一
面
の
砂
山
が
運
な

っ
て
お
り
、

能
代
公
園
辺
り
に
松
が
少
々
見
え
る
の
み
で
、

「住
吉
の
松
原
」
で
も
住
吉

（八
幡
）
神
社
周
辺
は
松
に
囲
ま
れ
て
い
る
が
、

あ
と
は
わ
ず
か
で
あ
る
。

今
か
ら

２
０
０
年
前
、

能
代
の
街
は
ま
だ
ま
だ
開
発
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

※
菅
江
真
澄
の
絵
は

「能
代
市
史

・
特
別
編

・
自
然
」
を
ご
覧
下
さ
い
。

３
、

栗
田
定
之
丞

の
登
場

栗
田
定
之
丞
が
郡
方
砂
留
吟
味
役
と
し
て
出
戸
、

長
崎
方
面
の
砂
留
め
、

植
林
に
取
り
か
か
っ
た
の
は
１
７
９

８
年

（覚
政
１０
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

賀
藤
景
林
の
来
能
よ
り
２５
年
早
い
。

郡
方
と
は
郡
部
担
当
の
こ
と
、

町
部

担
当
の
賀
藤
景
林

・
景
琴
と
は
身
分
差
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

仕
事
上
の
体
験
交
流
は
あ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
担
当
区
域
は
は
っ
き
り
分
か
れ
て
い
た
の
だ
。

１
９
４
０
年

（昭
和
１５
）
能
代
港
町
、

榊
村
が
合
併
し
、

能
代
市
と
な
る

ま
で
は
、

境
界
線
の
南
、

大
内
田
、

出
戸
、

長
崎
も
隣
村
だ

っ
た
。
こ
の
ヘ

ん
の
事
情
が
合
併
後
に
生
ま
れ
て
い
る
私
に
は
分
か
り
づ
ら
い
も
の
が
あ
る
。

栗
田
定
之
丞
が
編
み
出
し
た
と
さ
れ
る

「塞
向
法
」
（私
は
長
い
問

「寒
向

法
」
だ
と
思

っ
て
い
た
。

『塞
』
の
方
が
正
し
い
よ
う
だ
）
は
、

簡
単
に
言

え
ば

「
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
を
工
事
期
間
と
し
、

古
わ
ら
じ
を

つ
な
い
だ
物

や
、

萱
、

菓
を
束
に
し
て

一
部
を
砂
に
埋
め
て
風
を
防
ぎ
、

柳
が
根
付
い
て

か
ら
、

翌
秋
に
根
元
を
上
で
丸
め
た
グ
ミ
を
植
え
、

さ
ら
に
次
の
年
に
松
の

苗
を
植
え
る
」
方
法
で
あ

っ
た
。

松
が
根
付
く
ま
で
４
、
５
年
が
か
り
の
作

業
で
、
１
反
歩
に
松
苗
３
千
本
と
な
っ
て
い
る
。

４
、

賀
藤
景
林

父
子

の
頃

賀
藤
景
林
が
能
代
木
山
方
兼
務
と
な

っ
て
、

本
庁
と
能
代
、

半
々
の
勤
務
と
な

っ
た
の
は
１
８
２
２
年

（文
政

５
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ま
で
の
１
１
０
年
間
、

町
人
で
あ
れ
役
人
で
あ
れ
地
元
の
人
た
ち
の
み
で
省
闘
を

続
け
、

基
礎
を
築
い
て
き
た
わ
け
で
、

こ
の
基
礎
が
受
け
継
が
れ
て
い
つ
た
か
ら
こ
そ
、

景
林
、

景
琴
時
代
の
飛

躍
的
な
植
林
が
可
能
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

賀
藤
親
子
２
代
３０
年
間
で
実
に
１
０
０
万
本
を
超
え
る
ク
ロ
マ
ツ

植
林
と
な

っ
て
い
る
。

場
所
は

「盤
若
野
、

後
谷
地
、

男
鹿
街
道
脇
、

キ
リ
ン
ガ
原
」
辺
り
と
み
ら
れ
て
い
る
。

１
８
２
０
年
代
か
ら
幕
末
に
か
け
て
、

秋
田
藩
か
ら
の
有
能
な
人
材
と
豊
富
な
資
金
の
援
助
が
あ

っ
て
、

ま
た
、

代
々
の
越
後
屋
、

越
前
屋
両
家
は
じ
め
地
元
有
力
者
、

木
山
方
役
人
、

町
人
の
い
わ
ば
町
ぐ
る
み
の
協
力
体
制
が

あ

っ
て
こ
そ
続
け
ら
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

″　
　
　
均
猫
■

一
ｙ

、．　

　

　

よぅ
ダ
一

栗固定之丞時代の松と推定樹齢200年 (2010年調査)の
ク回マツ伐根。周囲217?、最大直径71?、場所は出戸小
児童公園。1810年頃の植林と思われる
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１
８
５
０
年
、

樽
子
山
に

「
賀
藤
景
林
君
之
神
霊
」
碑
が
建
立
さ
れ
た
の
は
、

景
林
没
後

‐６
年
目
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

石
碑
は
そ
の
後
能
代
公
園
入
り
日
付
近
に
、

さ
ら
に
現
景
林
神

社
後
ろ

へ
と
移
動
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

碑
文

の
な
か
に

「―
千
余

の
民
戸
に
薪
材
を

給
す
―
」
と

い
う
箇
所
も
あ

っ
て
、

私
は
遅
ま
き
な
が
ら
、

植
え
ら
れ
た
樹
木
は
松
ば
か
り

で
な
か

っ
た
の
だ
し
、

た
き
木
の
役
割
も
果
た
し
て
い
た
と
知
ら
さ
れ
た
。

実
際
１
８
３
３
年
に
は
天
保

の
大
飢
饉
が
あ

っ
て
、

藩
に
よ
る
植
林
は
１６
年
間
停
止
せ
ざ

る
を
得
な
か

っ
た
の
だ
が
、

そ
の
問
越
後
屋
、

越
前
屋
両
家
は
８
千
本
に
近

い
松
ほ
か
の
成

木
を
救
済

の
た
め
提
供
し
、

そ
の
跡
地
に
自
費

で
植
林
し
て
い
る
。

い
く
ら
成
木
後
は

一
定

の
割
合
で
両
家

の
も

の
に
な
る
約
束
で
あ

っ
た
と
は

い
え
、

何
代
に
も
わ
た
り
こ
の
事
業
を

継
続
し
得
た
と

い
う
こ
と
に
、

両
家
の
志
の
高
さ
、

子
弟
教
育

の
確
か
さ
を
感
じ
る
。

幕
末
、

い
つ
ま
で
植
林
が
行
わ
れ
た
か
を
、

賀
藤
景
琴
の
木
山
方
在
勤
年
で
推
測
す
る
と
、

１
８
５
０
年
代
半
ば
と
思
わ
れ
る
。

今
、

後
谷
地
国
有
林
老
齢
林
部
分
に
は
年
輪
２
１
０
年

く
ら

い
の
何
代
目
か
の
越
後
屋
太
郎
右
衛
門
時
代
の
松
が
景
林
神
社
後
側
に
、

年
輪
１
６
０

～
１
８
０
年
位

の
賀
藤
景
林

・
景
琴
時
代

の
松
が
大
森
神
社
よ
り
街
側
に
そ
れ
ぞ
れ
少
し
ず

つ
残

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
松
く

い
虫
被
害
木
の
年
輪
調
査
に
よ

っ
て
も
明
ら
か
に
な

っ
て
い

Ｚつ
。

賀藤景林時代の松。推定樹齢180年(2005年調査)
のク回マツ伐根。周囲234?、最大直径78?、場所は
サンウッドの向かしヽ側。1825年頃の植林と思われる

越後屋太郎右衛門時代の松。推定樹齢203年 (2005
年調査)のク回マツ伐根。周囲218?、最大直径74

旨、場所は景林神社裏側。1802年頃の植林と思われ
る
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明
治
、

大
正
期

（１
８
６
８
年
～
１
９
２
５
年
）

１
、

官

林

（国
有

林

）
だ
け

が
残

っ
た

明
治
に
な
っ
て
松
原
が
ど
こ
に
ど
れ
く
ら
い
広
が
っ
て
い
た
の
か
、

能
代
浜
が
ど
ん
な
状
態
だ

っ
た
の
か
、

地

図
や
絵
を
深
し
て
み
た
が
い
ま
だ
に
納
得
で
き
る
資
料
に
出
合
え
な
い
で
い
る
。

１
７
１
１
年
の
砂
留
め
開
始
以
来
１
６
０
年
を
経
て
、

か
つ
て
後
谷
地
と
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
て
い
た
地
は
、

開
発
が
進
み
田
畑
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
、

明
治
初
期
の
地
図
に
出
て
い
る
。

明
治
期
、

個
人
所
有
の
松
林
は
、

ど
ん
ど
ん
切
ら
れ
畑
や
呆
樹
園
、

宅
地
に
変
わ
り
、

官
林
と
な

っ
て
い
る
所
は
次
第
に
学
校
な
ど
公
立
の
建
物
を

建
て
る
た
め
に
伐
採
さ
れ
、

あ
る
い
は
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
り
し
て
消
え
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

１
９
０
８
年

（明
治
４‐
）
の
能
代
町
の
国
有
林
は
、

樽
子
山
砂
防
林
が
２‐
め
、

後
谷
地
砂
防
林
が
１
７
０
め
、

と
な

っ
て
い
る
資
料
が
あ
る
。

そ
の
う
ち
樽
子
山
砂
防
林
は
、
１
９
２
２
年

（大
正
１１
）
町
立
能
代
高
等
女
学
校

（現
県
立
能
代
北
高
校
）
、

１
９
２
６
年

（大
正
１５
）
県
立
能
代
中
学
校

（能
代
高
校
跡
地
に
現
中
央
公
民
館
、

文
化
会
館
）
、
１
９
２
９
年

（昭
和
４
）
淳
城
尋
常
小
学
校

（現
淳
南
小
）
の
新
築
等
で
消
え
て
い
っ
た
。

一
方
後
谷
地
固
有
林
の
方
は
、

盤
若
野
砂
防
林

（盤
若
町
周
辺
）
と
範
囲
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
だ
が
、
１
９

１
６
年

（大
正
５
）
県
立
工
業
講
習
所

（現
能
代
工
業
高
校
）
新
築
、

同
年
、

記
念
運
動
場

（市
営
陸
上
競
技

場
）
造
設
、

後
に
は
工
業
高
校
の
増
設

・
グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備
、

道
路

（市
道
萩
の
台
線
他
）
や
萩
の
台
墓
地
公
園

と
な

っ
た
り
、

民
間
に
払
い
下
げ
と
な

っ
て
住
宅
地
に
変
わ
っ
た
。

ま
た
、

現
能
代
公
園
は
、
も
と
も
と
は
砂
山
の
運
な
り
で
、

「清
助
町
後
砂
留
」
の
地
と
し
て
代
々
越
後
屋
家
に

受
け
継
が
れ
て
き
た
場
所
だ

っ
た
が
、

明
治
以
来
た
び
た
び
整
備

・
拡
張
さ
れ
、

そ
の
つ
ど
古
松
は
切
ら
れ
て

い
っ
た
。
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現
在
の
後
谷
地
国
有
林
は
全
体
で
３
０
１
抄
、

そ
の
う
ち
老
齢

林
部
分
は
約
７０
め
と
な

っ
て
い
る
。

明
治
期
、

こ
の
老
齢
林
に

よ
っ
て
街
部

へ
の
砂
飛
び
は

一
応
防
げ
て
い
た
の
か
、

官
に
よ
る

能
代
浜
植
林
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
も
は
っ
き
り
し
な
い
。

い
ず
れ
、

大
正
末
期
の
近
代
の
砂
防
工
事
開
始
に
伴
い
、

砂
地

は
所
管
を
移
し
、

か
つ
て
の
隣
村
に
属
す
る
地
域
の
買
い
上
げ
等

が
あ

っ
て
、

現
在
の
３
０
１
診
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

明
治
、

大
正
期
は
国
や
県
の
体
制
が
整
う
ま
で
管
理
が
手
薄
に

な

っ
た
よ
う
で
、

更
新
が
遅
れ
砂
丘
が
荒
れ
て
し
ま

っ
た
。
１
９

１
８
年
～
１
９
２
４
年

（大
正
７
～
１３
年
）
林
縁
部
に

「
４
分
の

１
皆
伐
」
と
い
う
や
り
方
で
更
新
を
は
か

つ
た
。
こ
の
時
の
伐
採

し
た
面
積
は
６

・
５
め
、

本
数
４
９
５
４
本
、

材
積
に
し
て
７
５

１
０
石

（約
２
１
０
２
立
方
済
）
で
あ

っ
た
。
１
９
２
１
年

（大

正
１０
）
か
ら
始
ま

っ
た
造
林
事
業
と
重
な
る
こ
と
に
な
る
。

１
９
１
８
年

（大
正
７
）
後
谷
地
国
有
林
が
能
代
港
町
委
託
林

と
な

っ
た
こ
と
は
ど
う
影
響
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
頃
す
で
に

能
代
浜
は
荒
れ
始
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
年
、

「請
願
巡
査

制
度
」
が
、
１
９
２
８
年

（昭
和
３
）
に
は
能
代
営
林
署
に

「林

野
順
守
」
が
配
置
さ
れ
た
と
あ
る
の
で
、

よ
う
や
く
県
で
も
海
岸

部
に
気
を
配
る
よ
う
に
な

っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
ま
で
は
県
の
林

政
は
主
に
秋
田
杉
の
管
理
の
方
に
目
が
向
い
て
い
た
よ
う
だ
。

「
碑日」200年 後に残った松林区域 (推定)

(1910年 頃―明治末期・能代港町一)
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２
、

下
浜

に
育

っ
た
父

の
記
憶

１
９
０
７
年

（明
治
４０
）
下
浜
生
ま
れ
の
亡
き
父
か
ら
聞
い
た
話
で
は
、

「
大
正
の
初
め
、

砂
防

林
ら
し
き
も
の
は
な
か

っ
た
。

大
森
稲
荷
神
社
の
周
り
や
下
浜
に
昔
の
人
が
植
え
た
松
が
い
く
ら
か

残

っ
て
い
た
。

海
岸
線
は
今
よ
り
ず

っ
と
遠
か

っ
た
。

大
森
よ
り
海
側
は
砂
丘
が
運
な

っ
て
い
て
、

草
、

グ
ミ
、

ハ
マ
ナ
ス
、

ハ
マ
ボ
ウ
フ
ウ
、

柳
、

松
の
種
か
ら
の
松

（実
生
の
松
）
が
生
え
て
い
た
。

イ
シ
ゴ
オ
カ
さ
ん
と
い
う
牛
乳
屋
の
牛
を
浜
に
放
し
て
い
た
。
―
大
森
神
社
の
所
は
独
立
し
た
山
で

あ

っ
た
が
、

冬
の
間
は
雪
の
上
に
砂
が
た
ま
り
、

春
に
な
る
と
砂
の
下
に
雪
が
見
え
た
。

大
正
の
初

め
頃
だ

つ
た
と
思
う
が
、

こ
の
大
森
の
あ
た
り
の
大
き
い
松
が
砂
に
埋
ま
り
枯
れ
て
き
た
」
―
。
こ

の
神
社
の
出
に
夏
に
雪
を
掘
り
に
行

っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
人
は
多
い
。

大
正
末
期

（１
９
２
０
年
頃
）
に
は
下
浜
地
区
で
飛
砂
の
た
め
引
越
し
す
る
家
が
出
て
き
た
。

３
、

能
代

の
浜

は
な

ぜ
荒

れ
た

？

明
治
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
５０
～
６０
年
の
間
、

能
代
浜
は
次
第
に
荒
れ
て
い
つ
た
。

荒
れ
た
原
因
は
何

だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
ま
と
ま

っ
た
研
究
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

あ
い
ま
い

に
し
て
お
く
と
い
つ
か
ま
た
繰
り
返
す
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
が
資
料
か
ら
拾

っ
た
範
囲
で
は
、

・
ハ
マ
ナ
ス
の
根
の
乱
掘
り
―
根
の
皮
を
染
料
や
痔
の
薬
に

・
雑
草
、

潅
木
の
乱
採
―
燃
料
、

飼
料
、

肥
料
、

製
塩
に

・
牛
、

馬
の
放
し
飼
い
―
草
の
芽
を
食
べ
枯
ら
し
て
し
ま
う

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

た
っ
た
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
、
と
最
初
は
半
信
半
疑
だ

っ
た
の
だ
が
、

砂
地
を
覆

つ

て
い
る
草
や
低
木
こ
そ
が
砂
飛
び
を
抑
え
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、

砂
が
む
き
だ
し
に
な

っ
て
し
ま
う
と
た
ち
ま
ち

飛砂で埋まつた大森稲荷神社鳥居=1923年 (大正12)

(秋田市の長岐喜代治氏より)
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に
風
に
舞

い
上
げ
ら
れ
、

残

っ
て
い
る
砂
草
を
覆

い
つ
く
し
枯
ら
し
、

徐

々
に
遠
く

へ
飛
び
被
害

を
大
き
く
し
て
い
く
の
だ
と
納
得
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

大
正
１５
年
生
ま
れ
の
人
か
ら
は
、

「
学
校
で
ハ
マ
ボ
ウ
フ
ウ
、

ハ
マ
エ
ン
ド
ウ
な
ど
は
採
る
な
と

回
く
言
わ
れ
た
」
と
聞

い
て
い
た
が
、　

一
般
に
は
砂
草

の
大
切
さ
が
徹
底
し
て
い
な
か

っ
た
の
だ

ろ
う
。

砂

の
飛
ぶ
範
囲
は
広
が
り
続
け
、

や
が
て
は
大
森
神
社
西
側

の
秋
田
藩
時
代
に
植
え
た
松

を
枯
ら
し
、

な
ぎ
倒
す
よ
う
に
な
り
、

神
社
の
鳥
居
も
倒
さ
れ
て
し
ま

つ
た
。

１
９
２
０
年

（大
正
９
）
、

専
門
家
に
よ
る
視
察
現
場
で
の
講
演
、

警
告
を
受
け
、

町
長
、

町
議

会
は
直
ち
に
各
方
面
に
陳
情
開
始
、

砂
防

・
植
栽
を
要
請
し
た
。

翌
１
９
２
１
年

（大
正
１０
）
秋
、

林
野
庁
は
後
谷
地
国
有
林
造
林
事
業
に
着
手
す
る
こ
と
に

な

っ
た
。

砂
防
地
域

の
面
積
は
１
６
０
め
に
及
ん
だ
。
こ
れ
が
近
代

の
能
代
海
岸
砂
防
林
造
成

の

始
ま
り
と
な

っ
た
。

ぽ

砂防施設 (砂丘)造 り始まる=1923年 (大正12)。後  荒 れる砂丘=1929年 (昭和4)(後 谷地固有林。長岐
方に藩制時代からの松林が見える(後谷地固有林)  喜 代治氏より)
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近
代
の
植
林
の
始
ま
り

１
、

富

樫

兼

治

郎

さ

ん

の
活

躍

後
谷
地
固
有
林

の
担
当
は
秋
田
藩
時
代

の
能
代
木
山
方

の
流
れ
を
く
む
能
代
小
林
区
署
、

後

の
能
代
営
林
署
で
あ
る
。

当
時

の
署
長
は
吉
成
貞
助
さ
ん
で
あ

っ
た
。

現
場

の
指
揮
は
、

１
９
２
１
年

（大
正
１０
）
東
京
帝
国
大
学
農
学
部
林
学
実
科
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
富
樫
兼

治
郎
さ
ん
に
任
さ
れ
た
。

富
樫
兼
治
郎
さ
ん
は
１
８
９
６
年

（明
治
２９
）
山
形
県
鶴
岡
町
の
生
ま
れ
、

能
代
に
来
た

時
は
２５
歳

の
若
さ
で
あ

っ
た
。

大
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り
で
現
場

の
こ
と
は
全
く
分
か
ら
な

い
①

能
代
小
林
区
署
と
し
て
も
海
岸
砂
防
造
林
と

い
う
の
は
幕
末
以
来
の
仕
事
だ

っ
た
ろ
う

か
ら
経
験
者
も

い
な
い
し
、

過
去
の
記
録
も
無
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

富
樫
さ
ん
は
、

荒
れ
放
題
の
砂
地
や
藩
制
時
代
か
ら
の
砂
防
林
を
前
に
、

何
か
ら
手
を
付

け
れ
ば
良

い
か
途
方
に
暮
れ
る
日
々
で
あ

つ
た
が
、

多
く
の
視
察
者

の
意
見
を
聞
き
、

古

い

記
録
を
読
み
、

波

・
砂

・
砂
丘

・
風

・
海
岸
植
物
等

の
観
測

・
調
査
に
没
頭
し
た
。

部
下
で
あ

っ
た
鈴
木
重
孝
さ
ん
は
生
前
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
た
。

「
富
樫
さ
ん
は
海
岸
砂
防
は
全
く
初
め
て
、

右
も
左
も
分
か
ら
な

い
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
の
で
、

何
か
ら
手
を

つ
け
れ
ば
よ

い
か
分
か
ら
ず
苦
し
み
ま
し
た
。

テ
ン
ト
を
か
ぶ

っ
て
２
日
も
３

日
も
海
岸
に
泊
ま

っ
て
、
１
日
の
風
の
動
き
を
観
測
し
た
り
、

砂
草
を
調
べ
る
た
め
北
は
深

浦
か
ら
南
は
男
鹿
ま
で
歩

い
た
り
し
た
。

あ
ん
ま
り
熱
中
し
て
ノ
イ

ロ
ー
ゼ
に
な

っ
て
２
カ

月
ほ
ど
休
養
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

あ
る
時
、

奥
さ
ん
が
浜
に
出
て
ハ
マ
ボ
ウ
フ
ウ
を

２
、

３
本
採

っ
て
帰
り
、

夕
食

の
料
理
に
使

っ
た
と
こ
ろ
大
変
な
怒
り
よ
う
で

『我

々
が
心

血
注

い
で
１
本

で
も
草
を
多
く
し
よ
う
と
頑
張

っ
て
い
る
も

の
を
抜

い
て
く
る
と
は
何
事

初めて植えたニセアカシア (後谷地同有林)。1924

年 (大正13)秋に植える。除伐の上ク回マツを植える
(1931年(昭和6)撮影、「日本海北部沿岸地方にお

ける砂防造林Jより)

いつたん飛砂で埋められ枯死したクロマツ林は、砂
をさらに内部に移動させる。枯れた林が再び現れた
ところ=1929年 (昭和4)(「日本海北部沿岸地方に
おける砂防造林」より)
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だ
―
早
く
行

っ
て
元
の
と
こ
ろ

へ
戻
し
て
こ
い
―
』
と
叱

っ
た
そ
う
で
す
。

富
樫
さ
ん
の

一

番
大
き
な
仕
事
は
、
ど
う

い
う
ふ
う
に
砂
を
鎮
め
る
か
、

地
形
図
の
上
に
砂
丘
を
造
り
、

砂

丘
の
間
隔

・
高
さ
を
ど
の
く
ら
い
に
す
る
か
の
研
究
を
重
ね
、

基
本
を
作

っ
た
こ
と
で
す
」

‐５
年
く
ら

い
前
に
は
富
樫
さ
ん
の
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
人
が
、

健
在

で
あ

っ
た
。

作
業

員
で
あ

っ
た
Ｓ
さ
ん

（男
）
は
、

「実
直
な
人
で
、

あ
の
人
ほ
ど
仕
事
熱
心
な
人
は
い
な
か

っ

た
。

つ
ら
れ
て
人
夫
も
頑
張

っ
た
も
の
で
す
。

私
は
こ
の
浜
で
本
当
に
松
が
育

つ
の
だ
ろ
う

か
と
、

半
信
半
疑
で
仕
事
し
た
も
の
だ

っ
た
。

富
樫
さ
ん
だ

っ
て
果
た
し
て
実
現
す
る
か
ど

う
か
夢
み
た

い
な
も
の
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、

そ
う

い
う
気
配
は
全
く
見
せ
な
い
で
、

『必
ず
将
来
立
派
な
林
に
な
る
か
ら
頑
張

っ
て
く
れ
』

つ
て

一
生
懸
命
励
ま
し
て
い
た
。

富
樫

さ
ん
の
仕
事
は
玄
人
の
仕
事
、

先

の
見
通
し
あ

っ
て
の
仕
事
で
あ

っ
た
。
―
誠
心
誠
意
、

心

を
込
め
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な

い
仕
事
で
あ
る
こ
と
を
教
え
、

い
い
か
げ
ん
な
仕
事
は
許
さ
な

い
厳
し
さ
が
あ

っ
た
―
」
と
語

っ
て
い
る
。

富
樫
さ
ん
が
能
代
時
代
を
回
想
し
た

一
節
に
、

「―
大
正
十
二
年

の
春
に
初
め
て
黒
松
の
砂

防
植
栽
を
や

っ
た
。

苗
木
は
本
荘
小
林
区
署
か
ら
貰

っ
た
二
回
床
替
え

の
三
年
生
苗
で
あ

っ

た
。

之
が
私
の
総
領
息
子
な
の
だ
か
ら
念
に
は
念
を
入
れ
て
成
る
可
く
安
定
し
た
安
全
と
思

は
れ
る
所
を
選
ん
で
真
心
こ
め
て
植
え
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
夏
季
に
な

っ
た
ら
あ
れ
程
熱

心
に
な

っ
て
植
え
た
の
に
殆
ど
全
減
の
有
様
で
あ
る
。
―
」
最
初
は
失
敗
続
き
だ

っ
た
の
だ
。

大
正
１３
年
度

（
１
９
２
４
）
か
ら
昭
和
３
年
度

（
１
９
２
８
）
ま
で
の
５
年
間
に
植
え
た

ク
ロ
マ
ツ
が
７
万
５
５
５
０
本
、

こ
の
う
ち
枯
れ
た
り
し
て
補
植
し
た
本
数
が
昭
和
４
年
度

（１
９
２
９
）
ま
で
に
７
万
４
１
２
０
本
、

実
に
９８
％
に
及
ん
で
い
る
。

富
樫
氏
が
苦
心
の
末

に
あ
み
だ
し
た

「
１
年
生
造
林
」
「
埋
め
藁
工
」
「
衝
立
工
」
は
実
質
昭
和
３
年
度
か
ら
施
工

さ
れ
、

こ
の
植
栽
法
に
よ
り
水
分
の
不
足
に
よ
る
枯
れ
損
が
飛
躍
的
に
少
な
く
な
り
、

こ
れ

7年後同じ場所で (1936年(昭和11)3月撮影、「日本

海北部沿岸地方における砂防造林」より)

1928年 (昭和3)4月に初めて埋め藁工、衝立工が行
われる。クロマツ1年生造林。(1929年(昭和4)撮影、

「日本海北部沿岸地方における砂防造林」より)
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ら
の
工
法
は
秋
田
営
林
局
管
内
の
み
な
ら
ず
近
辺
民
間
事
業
に
も
模
範
と
な
っ
て
広
ま

っ
た
。

富
樫
さ
ん
の
能
代
勤
務
は
１
９
２
４
年

（大
正
１３
）
‐２
月
ま
で
の
４
年
間
で
あ

っ
た
。

転

任
後
も
た
び
た
び
能
代
に
通
い
研
究
を
重
ね
、

そ
の
成
果
は
本
荘
、

鶴
岡
、

酒
田
等
の
海
岸

砂
防
現
場
で
の
研
究
と
合
わ
せ
て
１
冊
の
本
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
１
９
３
７
年

（昭
和
１２
）

に
発
行
さ
れ
た

「
日
本
海
北
部
沿
岸
地
方
に
お
け
る
砂
防
造
林
」
（財
団
法
人

・
林
曹
会
）
で

あ
る
。
こ
の
本
の
中
に
は
大
正
末
期
か
ら
昭
和
１０
年
頃
ま
で
の
後
谷
地
固
有
林
の
様
子
が

多
く
の
写
真
と
と
も
に
出
て
く
る
。

研
究
書
な
の
で
私
に
は
難
し
い
部
分
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、

指
導
者
で
あ
り
学
者
で
も
あ

っ
た
若
き
富
樫
さ
ん
の
研
究
の
第

一
歩
が
能
代
浜
で
あ

っ
た
こ

と
、

熱
心
な
仕
事
ぶ
り
が
随
所
に
感
じ
ら
れ
、

こ
の
本
に
出
合

っ
た
感
動
で
私
は

一
冊
２
０

０
で
、

ほ
と
ん
ど
を
コ
ピ
ー
し
て
し
ま

っ
た
。

鈴
木
重
孝
さ
ん
の
話
で
は

「
め

っ
た
に
手
に

入
ら
な
い
貴
重
な
本
で
、

最
初
か
ら
最
後
ま
で
す
べ
て
手
写
し
す
る
人
も
い
た
」
と
い
う
こ

と
だ
。

２
、

大
事
業
を
支
え
た
人
た
ち

戦
前

の
能
代
浜
の
作
業
に
は
、

私
の
住
ん
で
い
る
賊
測
か
ら
も
多
く
の
青
年
男
女
が
通

っ
て
い
た
。

皆
さ
ん

の
お
話
を
聞
け
た
こ
と
は
幸
運
で
あ

っ
た
。

城
測
か
ら
は
後
谷
地
国
有
林

の
入
り
口
ま
で
片
道
約
７

・
５
キ
ロ
あ

る
。

往
復
当
然
歩
き
で
あ
る
。

Ｍ
さ
ん

（女

・
大
正
５
年
生
ま
れ
）
は
、

「
私
は
数
え
の
１４
歳

（昭
和
４
年
）
頃
か

び

よ
う
ほ

ら
、

元
東
中
グ
ラ
ウ
ン
ド
あ
た
り
に
あ

っ
た
営
林
署
の
苗
国
で
働
く
よ
う
に
な
り
、

１７
歳
頃
か
ら
は
主
に
海
岸

の
植
林
作
業
に
出
る
よ
う
に
な

っ
た
。

仕
事
は
１
年
中
あ

っ
て
、

雨
の
日
も
風
の
日
も
城
測
の
自
宅
か
ら
通

っ
た
。

作
業
の
始
ま
る
の
は
朝
は
７
時
、

途
中
昼
休
み
が
１
時
間
あ

っ
て
、

終
わ
る
の
は
夕
方
５
時
だ

っ
た
。

朝
５
時

黒松新植対補植歩合調査表
(能代市後谷地国有林)

1928年度 (昭和3)埋め藁工施工の成果はつきりと(「日本海北部沿岸地

方における砂防造相 より)

植付年度
新 植 本 数 補 植 本 数

の

対

合

％

で

に

歩

ま

計

植

度

累

補

年

植

る

前

新

す 備   考

当年度 累 計 当年度 累 計

正
　
　
　
和

大

同

同

昭

1 3

1 4

1 5

2

20,440

34,650

12,460

R nnn

20,44

55,09

67,55

67,55
7氏氏氏

1 3 , 1 3 0

7 , 0 9 0

2 2 , 0 0 0

13,130

20,220

42,220

42,220
741クn

一

４

７

３

一

８

埋藁の施工を始む

同   4 馬9^700 lR馬_25C

同

同

同

同

同

同

1 9 0 , 0 0 0

1 3 8 , 0 0 0

4 7 , 0 0 0

9 1 , 8 3 0

1 0 7 , 6 0 0

1 4 8 , 8 0 0

3 2 5 , 2 5

5 1 0 , 2 5

6 0 2 , 0 8

6 0 2 , 0 8

7 0 9 , 6 8

8 5 8 . 4 8

5 , 0 0 0

2 0 , 0 0 0

9 , 4 0 0

2 3 , 5 0 0

7 9 , 0 0 0

7 9 , 0 0 0

9 9 , 1 2 0

9 9 , 1 2 0

1 0 3 , 5 2 0

1 3 2 , 0 2 0

８

　

一

９

　

一

８

９

-19-



に
家
を
出
、

帰
る
と
６
、
７
時
、

冬
場
は
暗
い
う
ち
に
出
、

暗
く
な

っ
て
か
ら
帰

っ
た
も
の
で

す
。

作
業
の
内
容
は
春
は
植
え
付
け
、

夏
は
草
刈
り
、

冬
は
砂
止
め
の
簾
張
り
な
ど
が
主
な
も

の
だ

っ
た
。
―
十
日
当
は
昭
和
１０
年
頃
で
男
が
１
日
６５
～
７０
銭
、

女
が
３５
～
４０
銭
だ

っ
た
。
―

―
常
時
１
０
０
～
１
５
０
人
く
ら
い
働
い
て
い
た
。

賊
測
の
人
も
多
か
っ
た
が
、

田
床
内
、

向

能
代
、

落
合
、

鳥
形
と
か
町
の
人

（旧
市
内
）
も
か
な
り
い
た
。
―
―
植
林
の
順
序
は
ま
ず
砂

丘
に
な

っ
て
い
る
所
は
崩
し
て
な
ら
す
。

砂
は
２
人
１
組
、

モ
ッ
コ
で
運
ぶ
が
、

前
の
方
は
体

力
の
無
い
人
は
担
げ
な
か

っ
た
。
な
ら
し
た
所
に
萱
で
編
ん
だ
簾
を
敷
い
て
砂
を
落
ち
着
か
せ

る
。
１
、
２
年
し
て
砂
が
落
ち
着
い
て
、

雑
車
が
生
え
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
今
度
は
松
を
植

え
る
。

松
は
苗
国
で
２
、
３
年
く
ら
い
に
な

っ
た
も
の
を
馬
草
で
運
ん
だ
。
―
―
植
え
る
順
序

は
、

バ
ケ
ツ
に
水
を
入
れ
、

根
を
入
れ
て
お
く
。

植
え
穴
は
深
さ
２０
北
ン
く
ら
い
、

幅
３０
北
ン
く

ら
い
に
掘
り
、

底
に
三
つ
折
り
に
し
た
藁
を
敷
い
て
足
で
踏
ん
で
か
ら
砂
を
少
し
置
き
、

松
苗

を
植
え
、

掘
り
上
げ
て
あ
る
砂
を
戻
し
、

根
元
を
足
で
踏
み
平
ら
に
な
ら
す
。

風
よ
け
は
秋
に

な

っ
て
か
ら
麦
か
ら
を
折

っ
て
３０
☆
ンく
ら
い
の
高
さ
に
な
る
よ
う
に
し
て
海
側
に
立
て
る
。

夏

は
周
り
の
雑
草
を
刈

っ
て
輪
に
し
、

苗
木
の
根
元
に
置
き
日
よ
け
に
し
た
。

植
え
付
け
る
時
も
、

そ
の
後
も
水
は

一
切
か
け
な
か

っ
た
が
、

そ
の
割
に
枯
れ
死
は
な
か

っ
た
。
日
陰
の
無
い
夏
の

草
刈
り
作
業
、

雪
よ
り
も
砂
が
吹
い
て
き
て
隣
の
人
も
見
え
な
い
冬
の
日
も
あ
り
ま
し
た
。

で

も
天
気
の
良
い
春
は
気
持
ち
良
か
っ
た
で
す
よ
」

植
え
方
、

衝
立
の
や
り
方
は
場
所
に
よ
っ
て
多
少
違

っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

私
が
話
を
聞
い
た
人
た
ち
は
ど
の
人
も
、

誠
実
そ
の
も
の
、

記
憶
力
も
す
ば
ら
し
く
、

若
い

日
に
能
代
浜
で
働
い
た
こ
と
を

一
様
に

「面
白
か
っ
た
」
「楽
し
か
っ
た
」
と
振
り
返
り
、

誇
り

に
思

っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

浜
の
作
業
に
は
誰
で
も
採
用
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、

若
く
勤
勉

で
優
秀
な
働
き
者
だ
け
が
選
ば
れ
て
い
た
の
だ
。

近
代
の
能
代
浜
砂
防
造
林
の
成
功
を
素
人
な
り
に
考
え
る
時
、

い
ろ
ん
な
要
因
が
う
ま
く
か

ク回マツ苗を見守る人たち。初期の頃と思われる。営  松 の種をじかにまく(後谷地国有林)。1929年伸召和

林署の人たち (7)の祈りのつぶやきが聞こえるよう  4)1新 当たり25孔の種をましヽた地域。(1931年(昭和
だ                      6)7月 撮影、「日本海北部沿岸地方における砂防造

林」より)
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み
あ

っ
た
と
い
う
気
が
す
る
。　

一
に
地
元
行
政
の
素
早
い
反
応
と
国
の
支
援
、

地
元
営
林
署
の
優
れ
た
指
導
者
を

先
頭
に
し
た
並
々
な
ら
ぬ
取
り
組
み
、

そ
れ
ら
の
熱
意
に
応
え
た
地
元
農
村
部
の
若
く
て
働
き
者
の
男
女
作
業
員

た
ち
、
ど
こ
が
欠
け
て
い
て
も
成
し
得
な
か
っ
た
大
事
業
で
あ

っ
た
と
思
う
。

昭
和
の
始
ま
り
か
ら
戦
争
の
始
ま
る
昭
和
１６
年
頃
ま
で
の
後
谷
地
国
有
林
ク
ロ
マ
ツ
植
林
は
、

約
１
３
１
診
に

及
ん
で
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

戦
争
の
始
ま
る
前
の
植
林
で
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
１
９
２
７
年

（昭
和
２
）
生
ま
れ
の
人
た
ち
が
、

尋
常
小
学
校
５
年
生
の
こ
ろ
に
学
校
で

「愛
林
日
」
に
植
林
に
行

っ
た
、
と
い
う
記
憶
。

子
ど
も
で
も
大
丈
夫
な

場
所
で
体
験
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

砂に埋まったク回マツの苗。このあと
苗はどうなつたのだろうか
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戦
時
中
の
砂
防
林

（１
９
４
１
年
～
１
９
４
５
年
）

１
、

戦
時
中
も
植
林
は
あ
っ
た

太
平
洋
戦
争
が
始
ま

っ
た
の
は
１
９
４
１
年

（昭
和
１６
）
‐２
月
。

戦
争
中
の
約
４
年
間
、

後
谷
地
国
有
林
は
ど

ん
な
様
子
だ
っ
た
の
か
。

営
林
署
の
資
料
に
よ
る
と
植
林
は
戦
時
中
の
昭
和
１８
、

・９
年
度
で
約
２７
め
と
な

っ
て
い

る
の
で
、

全
く
手
付
か
ず
だ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

戦
時
中
の
植
林
を
記
憶
し
て
い
る
人
の
話
で
は
、

「
昭
和
１８
、

‐９
年
頃
、

青
年
学
校
で
能
代
浜

へ
植
林
の
勤
労
奉
仕
に
行

っ
た
こ
と
が
あ
る
。

営
林
署
員
の
指
導
で
小
さ
い
苗
を
、

《
ひ
と
く
わ
植

え
》
と
い
っ
て
埋
め
ワ
ラ
も
使
わ
な
い
で
植
え
る
簡
単
な
や
り
方
だ

っ
た
。

海
岸
線
か
ら
か
な
り

街
側
の
区
域
だ

っ
た
か
ら
、

あ
ん
な
植
え
方
で
も
根
付
い
た
の
で
し
ょ
う
。

着
物
に
ゲ
タ
や
ぞ
う

り
姿
の
母
さ
ん
方
も
大
勢
い
た
」

こ
の
あ
と
出
て
く
る
が
、

戦
時
中
に
起
き
た
山
火
事
の
跡
地
に
子
ど
も
た
ち
が
植
林
し
て
い
る
。

戦
時
中
の
植
林
は
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
頼
み
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

植
林
は
昭
和
１９
年
度
ま
で
続
け
ら
れ
、

そ
の
後
３
年
間
の
空
白
が
あ

っ
て
戦
後
の
昭
和
２３
年
度

に
再
開
さ
れ
て
い
る
。

鈴
木
重
孝
さ
ん
は
著
書

「
能
代
市
砂
防
林
の
歴
史
」
（昭
和
６２
年
発
行
）
の
中
で
、

戦
争
中

の
様
子
を
、

「―
海
岸
砂
防
工
事
の
よ
う
な
戦
争
に
関
係
し
な
い
も
の
は

一
切
予
算
は
認
め
ら
れ

ず
、

放
置
の
状
態
に
置
か
れ
た
。

そ
の
た
め
海
岸
砂
防
林
の
生
命
線
で
あ
る
前
砂
丘
は
破
壊
さ

れ
、

そ
れ
よ
り
風
列
を
起
こ
し
て
飛
砂
は
扇
の
如
く
広
が
り
、

容
赦
な
く
林
内
に
吹
き
つ
け
林
縁

は
堆
砂
垣
の
作
用
し
、

材
木
は
ど
し
ど
し
埋
没
枯
死
せ
し
め
こ
の
作
用
が
ど
ん
ど
ん
内
陸
に
進
入

し
、

戦
時
の
５
カ
年
間
砂
防
林
の
破
壊
さ
れ
た
面
積
約
６０
惨
に
及
び
、

往
時
の
飛
砂
激
甚
の
様
相

飛砂の害おそるべし(戦後)。戦時中
もこんな被書があつたとしヽう“身

一-22-―

産



を
呈
す
る
に
至

っ
た
―
」
と
記
し
て
い
る
。

被
害
面
積
に
つ
い
て
は
、
ど
の
程
度
を
被
害
と
見
る
か
に
よ
り
数
字
が
違

っ
て
く
る
。

能
代
営
林
署

「国
有
林

治
山
台
帳
」
に
よ
る
と

「
戦
時
中
既
往
造
林
地
３２

・
２８
診
後
退
し
た
」
と
あ
る
の
で
こ
ち
ら
の
数
字
を
と
り
た
い
。

大
正
末
期
か
ら
昭
和
１６
年
ま
で
２０
年
間
の
努
力
の
結
晶
１
３
１
診
が
、

た

っ
た
４
、
５
年
の
空
白
で
３２
め
の
被

害
で
あ
る
。

国
は
戦
争

一
色
、

営
林
署
も
人
手
が
足
り
ず
監
視
が
行
き
届
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

同
時
に
市
民

の
生
活
は
食
糧
確
保
等
日
前
の
生
活
で
精
い
っ
ぱ
い
、

燃
料
に
す
る
た
め
松
葉
さ
ら
い
に
林
に
入
る
こ
と
は
あ

っ

て
も
、

飛
砂
の
被
害
ま
で
は
関
心
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

２
、

地
元
の
人
し
か
知
ら
な
い
山
火
事

被
害
と
い
え
ば
戦
時
中
の
１
９
４
３
年

（昭
和
１８
）
、

大
き
な
山
火
事
が
あ

っ
た
。
１
枚
の
写
真
も
無
く
、

発

生
日
も
ま
ち
ま
ち
だ
が
、

こ
こ
で
は

「消
防
年
報

・
平
成
１１
年
版
」
に
よ
る

「
昭
和
１８
年
８
月
２９
日
、

午
前
９
時

４
分
、
７
、
８
年
生
松
１６
町
歩
焼
失
」
説
を
と
り
た
い
。

場
所
は
大
森
稲
荷
神
社
よ
り
海
側
へ
２
５
０
肘
ほ
ど
下
っ
た
辺
り
か
ら
、

現
在
の
防
火
線
２
号

（ジ
ョ
ギ
ン
グ

コ
ー
ス
で
も
あ
る
）
を
挟
ん
で
、

下
浜
集
落
近
く
ま
で
の
広
範
囲
で
あ

っ
た
。

消
火
の
水
も
無
く
、

延
焼
を
防
ぐ
た
め
に
は
周
辺
の
松
を
切
り
倒
す
し
か
な
い
山
火
事
で
あ

っ
た
。

火
事
の
原

因
も
分
か
っ
て
い
な
い
。

戦
時
中
と
い
う
こ
と
で
地
元
の
新
聞
も
休
刊
中
、

ニ
ュ
ー
ス
に
も
な
ら
ず
、

写
真

一
枚

残

っ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
２０
年
に
及
ぶ
植
林
の
苦
労
は
水
の
泡
と
な

っ
た
。

１
９
３
０
年

（昭
和
５
）
年
生
ま
れ
の
Ｏ
さ
ん

（男
）
は
清
助
町
に
昭
和
３０
年
ま
で
暮
ら
し
て
い
た
が
、

「
昭
和

‐８
年
の
山
火
事
は
大
変
な
こ
と
で
し
た
。

子
ど
も
な
が
ら
も
仲
間
３
人
で
米
代
川
よ
リ
バ
ケ
ツ
に
水
を
汲
み
、

小

松
原
に
行

っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
こ
の
火
事
の
後
始
末
が
大
変
で
し
た
。

鋸
、

錠
を
持

っ
て
、

焼
け
残

っ

た
木
を
切
り
、

第

一
小
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
ま
で
縄
を
か
け
て
引

っ
張

っ
て
運
ん
だ
り
で
、

勉
強
の
方
は
全
然
し
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ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、

「愛
林
日
」
に
焼
け
跡
に
１
年
生
の
苗
を
植
林
し
ま
し
た
。

穴
を
３０
掟
ン
の
深
さ
に
掘
り
、

下
に
ワ
ラ
を
敷
く
。

そ
の
上
に
砂
を
か
ぶ
せ
て
、

松
の
根
を
四
方
に
広
げ
、

砂
を
か
け
、

よ
く
踏
み
か
た
め
る
。

そ
の
松
の
苗
の
前
に
ス
ダ
レ
を
立
て
、

風
か
ら
苗
を
守
る
、
と
い
う
植
林
の
方
法
で
し
た
。

私
た
ち
は
こ
の
あ
と

バ
ケ
ツ
で
水
を
か
け
た
り
し
ま
し
た
。

終
戦
後
、

復
員
し
て
来
た
時
に

一
番
先
に
こ
の
松
を
見
る
に
行

っ
た
次
第

で
す
。

大
変
良
く
成
長
し
て
お
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、

木
材
工
業
団
地
が
で
き
、

道
路
も
立
派
に
な
っ
た
よ
う
で

す
が
、

私
た
ち
の
植
林
し
た
松
は
道
路
に
な
っ
た
り
し
て
失
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

残
念
で
す
」
０
さ
ん
は
育

っ
た

家
が
松
林
の
近
く
だ

っ
た
の
で
、

松
林
は
と
て
も
身
近
な
も
の
だ

っ
た
。

「
私
の
小
さ
い
頃
は
松
葉
を
コ
マ
ジ
ャ

リ

（竹
の
熊
手
）
で
か
き
集
め
、

回
め
て
１
肘
く
ら
い
の
高
さ
に
積
み
上
げ
縄
で
し
ば
り
、

家
ま
で
運
び
、

そ
れ

で
か
ま
ど
で
飯
を
炊
い
た
り
、

湯
を
沸
か
し
た
り
、

貴
重
な
燃
料
で
も
あ
り
ま
し
た
。

運
び
役
は
も

っ
ぱ
ら
私
で

し
た
。

松
か
さ
は
ツ
ボ
ミ
で
運
び
、
日
に
当
て
る
と
大
き
く
ふ
く
ら
む
。

第

一
中
学
校
の
辺
り
は
草
は
ほ
と
ん
ど

生
え
て
お
ら
ず
、
き
れ
い
な
砂
山
の
松
林
で
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。

３
、

枯
れ
松
ば
か
り
で
な
か

っ
た

「松
根
油
」
作
り

私
は
こ
れ
ま
で

「松
根
油
」
作
り
に
利
用
さ
れ
た
の
は
、

枯
れ
た
老
松
ば
か
り
と
思

っ
て
、

松
自
体
は
惜
し
く

な
い
も
の
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
能
代
公
園
の
近
く
に
住
む
Ｎ
さ
ん
の
話
で
は

「
戦
争
末
期
に
家
の

そ
ば
の
松
の
木
が
ほ
と
ん
ど
切
り
倒
さ
れ
、

そ
の
根

っ
こ
を
掘
り
出
し
た
。

大
き
な
穴
が
無
残
に
も
あ
ち
こ
ち
に

散
在
し
、

公
園
の
西
側
の
方
は
丸
裸
に
な

っ
て
い
た
。
ガ
ソ
リ
ン
の
代
わ
り
の

『松
根
油
』
の
原
料
に
と
い
う
こ

と
で
倒
さ
れ
て
し
ま

つ
た
」
生
き
て
い
た
ク
ロ
マ
ツ
も
切
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

Ｎ
さ
ん
の
お
宅
の
周
り
は
１
７
１

０
年
代
の
、

い
わ
ゆ
る
能
代
砂
防
林
発
祥
の
地
で
、

Ｎ
さ
ん
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
歴
史
あ
る
ク
ロ
マ
ツ
の
大
木
に

囲
ま
れ
て
育

っ
て
き
た
。

能
代

一
中
も
能
代
工
業
高
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
も
能
代
公
園
も
、

そ
う
い
う
由
緒
あ
る
松
で

い
つ
ぱ
い
だ

つ
た
頃
を
知

っ
て
い
る
。

「
あ
の
当
時
の
ク
ロ
マ
ツ
が
そ
の
ま
ま
だ

っ
た
ら
、

見
事
な
巨
松
の
風
景
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が
見
ら
れ
た
だ
ろ
う
に
…
」
の
想
い
が
消
え
な
い
。

「松
根
油
作
り
」
は
戦
時
中
な
ら
で
は
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

後
谷
地
の
街
に
近
い
老
枯
れ
松
は
、

町
内
会
や
各

種
団
体
の
勤
労
奉
仕
の
形
で
動
員
さ
れ
た
人
た
ち
で
、

根

っ
こ
が
掘
り
上
げ
ら
れ
、

街
の
中
数
力
所
に
集
め
ら
れ
、

「
松
根
油
作
り
」
に
使
わ
れ
た
。

難
儀
し
て
作
ら
れ
た

「松
根
油
」
が
役
に
た
っ
た
と
い
う
話
は
開
い
た
こ
と
が

な
い
。

翻 蛾飾r
ゴ隅鱒i搬

す…
Al■キ」せを

戦時中の松根掘りの跡は今も。戦後の植林にかかわったHさんは 「今
も穴の跡がはつきりしているのは、砂が飛ばなくなつた証拠」と話す
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戦
後
の
復
旧
に
も
困
難
が

１
、

く

り
返

さ
れ
た
復

旧

工
事

戦
後
の
復
旧
工
事
は
１
９
４
８
年

（昭
和
２３
）
か
ら
始
ま

っ
た
。
こ
の
時
の
責
任
者
は
能
代
営
林
署
経
営
課
長

の
住
友
重
久
さ
ん
で
あ

っ
た
。

あ
ま
り
の
荒
れ
よ
う
に
住
友
さ
ん
も
ま
た
何
か
ら
手
を
付
け
れ
ば
よ
い
か
途
方
に

暮
れ
た
と
い
う
。

戦
後
の
能
代
浜
の
作
業
に
歩

い
た
人
た
ち
数
人
か
ら
も
話
を
聞
い
た
が
、

仕
事
の
内
容
は
戦
前
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、

む
し
ろ

「
割
り
当
て
や
競
争
が
あ

っ
た
り
で
、

決
し
て
楽
で
は
な
か

っ
た
」
、
と
言
う
。
し
か
し
、

戦
後
の
仕
事

が
少
な
か
っ
た
時
代
、

営
林
署
の
仕
事
は
他
に
比
べ
条
件
が
良
か

っ
た
の
で
人
気
が
あ

っ
た
。

若
い
男
女
の
多
い

職
場
で
活
気
も
あ
り
、

昭
和
２３
年

（１
９
４
８
）
か
ら
の
現
場
を
知

っ
て
い
る
Ｈ
さ
ん

（男
）
は
、

「当
時
海
岸
線

の
砂
丘

（戦
前
に
造
ら
れ
た
前
砂
丘
、

下
浜
か
ら
長
崎
ま
で
約
３

・
８
キ
ロ）
の
あ
ち
こ
ち
が
破
壊
さ
れ
、

砂
が
入

り
込
ん
で
相
当
な
面
積

の
松
が
枯
れ
て
い

た
。
３
～
４
材
に
育

っ
た
１０
年
生
ぐ
ら

い

の
も

の
で
あ

っ
た
。

復
旧
工
事
は
私
が
入

署
し
た
昭
和
２３
年
頃
か
ら
始
ま

っ
た
。

当

時
は
ま
だ
機
械
力
は
無
く
、

す
べ
て
の
資

材
は
人
の
背
に
担
が
れ
て
運
ば
れ
た
。

着

る
も

の
も
履
く
も

の
も
、

今

の
よ
う
に
丈

夫
な
も

の
は
無
く
、

真
冬
も
素
手
で
あ

っ

た
。

当
時

の
人
は
今

の
人
は
と
て
も
ま
ね

で
き
な

い
く
ら

い
働

い
て
い
た
。

あ
れ
ほ

ど
汗
を
流
し
、

苦
労
し
て
も
、

や
め
た

い

整地作業。戦前は、もちろん、戦後もしばらく
人力であった

覆砂工。カヤ賛で砂面を覆う
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と
い
う
人
も

い
な
か

っ
た
し
、

つ
ら
い
と
か
大
変
だ
と
か
あ
ま
り
感
じ
な
か

っ
た
の
は
、

骨
折
る
以
上
に
楽
し
さ

が
あ

つ
た
か
ら
だ
と
思
う
。

作
業
員
は
男
女
と
も
２０
代
が
中
心
で
、

同
じ
年
代
の
仲
間
が
い
る
せ
い
か
皆
楽
し
そ

う
だ

っ
た
。

昭
和
２５
、
６
年
頃
の
マ
ツ
ク
イ
ム
シ
発
生
の
時
は
弱

っ
た
大
き

い
松

（老
木
）
が
や
ら
れ
た
。
ま
だ

薬
剤
防
除
も
な

い
時
代
だ
か
ら
、

虫
が
入

っ
て
い
る
間
に
皮
を
は
い
で
焼
却
処
分
し
た
。

他
に
も

エ
サ
木

（虫
を

集
め
る
）
の
調
査
、

風
倒
木
の
処
理
、

盗
伐
監
視
な
ど

い
ろ
ん
な
仕
事
が
あ

っ
た
―
」

２
、

自
然

の
き
び
し
さ
の
中
で
、

張
り
切

っ
て
働

い
た
日
々

高
校
時
代
、

（１
９
５
３
、
４
年
）
春
休
み
に
ア
ル
バ
イ
ト
で
能
代
浜
の
現
場
で
働
い
た
と
い
う
Ｔ
さ
ん

（男
）

は
、

「―
仕
事
は
植
林
の
際
の
標
付
け
、

防
風
垣
造
り
、

藁
運
び
な
ど
。

藁
は
事
業
所
か
ら
浜
の
現
場
ま
で
１
往
復

２
時
間
く
ら
い

（途
中
２
回
休
憩
）
の
所
を
、

学
生
ア
ル
バ
イ
ト
は
女
２
束
、

男
３
束
背
負
い
、

午
前
２
往
復
、

午
後
３
往
復
し
た
。

ア
ル
バ
イ
ト
は
男

１２
、

３
人
、

女

の
子
も
何
人
か

い
た
。

砂
道
な
の

で
ズ

ッ
ク
に
砂
が
入
る
し
歩
き
に
く
か

っ
た
。

一
般

の
作
業
員
は
女

の
人
が
多
く
、

２０
歳
前

後

の
結
婚
前

の
人
が
多
か

っ
た
。

男
の
人
も

２０
代
前
半

の
人
が
多
か

っ
た
。

常
時
雇
と
臨

時
雇
の
人
が

い
て
常
時
は
１４
、
５
人
く
ら

い
、

４
～
５
月
の
植
え
付
け
の
時
は
臨
時
が
１
０

０
～
１
２
０
人
に
も
な

っ
た
」
Ｔ
さ
ん
は
後

に
正
式
に
営
林
職
員
と
な

っ
た
。

「
―
今
は

あ
あ

い
う
仕
事
は
で
き
る
も
の
で
な

い
。

特

アキグミの種採り。アキグミの実を採り、漬し
て水で洗い種を取り出曳 種から育てるやり方
と挿木で育てる方法があつた
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に
冬
の
仕
事
は
厳
し
か

っ
た
と
思
う
。

真
冬
に
下
ズ
ボ
ン
３
枚
に
ズ
ボ

ン
２
枚
は
い
た
。

な
に
し
ろ
風
が
強
く
て
風
速
５
肘
で
砂
が
転
び

（転

が
り
）
、

１０
済
に
な
る
と
飛
ん
で
く
る
の
で
、

そ
れ
だ
け
厚
着
し
な
い

と
痛
い
の
だ
―
」

戦
後
長
く
現
場
で
働
い
た
女
性
た
ち
は
、

「
初
め
の
頃
は
何
で
も
背

負

っ
て
運
ん
だ
か
ら
、

海
に
行
く
時
は
自
分
で
使
う
縄
を
腰
か
ら
離
さ

れ
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。

帰
り
に
荷
物
が
あ
る
と
そ
れ
を
使
う
。
―
風

の
強
い
時
は
簾
を
背
負

っ
て
い
る
と
あ
お
ら
れ
、

横
に
な

っ
て
進
ん
だ
。

道
路
が
砂

っ
原
だ
か
ら
歩
き
に
く
い
。

前
の
人
の
歩

い
た
足
跡
さ
カ
ッ

ポ
カ
ッ
ポ
入
れ
て
い
く
と
歩
き
や
す
い
―
」
「
雪
の
た
め
松
の
枝
が
倒

れ
、

直
し
に
歩

い
た
年
も
あ

っ
た
し
、

虫
が
大
発
生
し
た
年
も
あ

っ
た
。

グ
ミ
の
極
採
り
に
土
崎
に
１
週
間
も
泊
ま
り
が
け
で
行

っ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。

昭
和
３０
年
く
ら
い
の
冬

に
上
手

（人
工
砂
丘
）
を
造
る
た
め
、

下
浜
の
は
ず
れ
か
ら
砂
を
運
ん
だ
が

（こ
の
時
は
あ
ゆ
み
板
の

上
を
リ
ヤ
カ
ー
に
砂
を
積
ん
で
）
、

せ
っ
か
く
運
ん
だ
砂
が

一
晩
で
波
に
さ
ら
わ
れ
た
こ
と
が
し
ょ
っ

ち
ゅ
う
あ

っ
た
。

普
段
で
も
土
手

（人
工
砂
丘
）
の
崩
れ
る
の
が
ひ
ど
か
っ
た
―
」

３
、

林
の
中
に
も
近
代
化
の
波
が

戦
時
中
の
出
火
事
の
経
験
か
ら
、

戦
後
林
内
に
監
視
や
ぐ
ら

（火
の
見
や
ぐ
ら
）
や
防
火
水
槽
、

防

火
帯
が
造
ら
れ
て
い
つ
た
。

子
ど
も
の
こ
ろ
、

私
た
ち
が
林
の
中
で
遊
ん
で
い
る
と
ど
こ
か
ら
と
も
な

く
営
林
署
の
人
が
や
っ
て
き
て
、

何
か
と
注
意
さ
れ
た
も
の
だ
。

望
遠
鏡
で
や
ぐ
ら
の
上
か
ら
見
て
い

た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
後
い
つ
の
間
に
か
や
ぐ
ら
も
防
火
水
槽
も
無
く
な

っ
て
い
た
。

事
故
が
あ

っ
た
り

防浪垣補修のための砂運び (l召和36年1月、後
谷地)

防浪垣を造るためのかけや打ち

防火水槽が造られる (昭和39年9月)

一-28-一



し
て
管
理
が
難
し
か

っ
た
よ
う
だ
。

能
代
浜
に
機
械
が
入
る
よ
う

に
な

っ
た

の
は
、
１
９
６
０
年

（
昭
和
３５
）
頃
か
ら

で
あ

っ
た
。

１
９
６
１
年

（
昭
和
３６
）
林
内
に
４
本

の
道
路
が
完
成
し
、
１
９
６
３
年

（
昭
和

３８
）
に
は
海
岸
沿

い
に
幹
線
道
路
が
造
ら

れ
た
。

こ
れ
は
砂
防
林
前
線
砂
丘
の
頂
が

道
路
に
な

っ
た
も

の
で
波
打
ち
際
か
ら
１

５
０
材
、

南
北
３

・
２
キ
ロ
、

幅
３

・
６
肘
、

工
費
１
６
０
万
円
、

土
砂
は
向
能
代
か
ら
運
ん
だ
。

北
側
５０
済
は
能
代
市
が
道
路
を
造
り
結
ん
だ
。

防
火
線
も
あ
ち
こ
ち
に
造
ら
れ
、

特
に
防
火
線
２
号
は
昔

「大
砂
丘
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
所
で
、

戦
後
間
も
な

く
手
を
加
え
幅
を
広
げ
た
が
、

土
を
入
れ
た
の
は
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
等
の
機
械
が
出
回
っ
て
き
た
昭
和
３０
年
代
後
半

で
、

林
内
で

一
番
長
く
幅
広
く

（幅
１０
Ｍ
）
消
防
車
が
入
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

私
の

一
番
好
き
な
道
で
、

２０
代
の
頃
ま
で
は
海
側
の
松
も
低
く
、

海
の
見
え
る
場
所
で
ひ
と
休
み
し
た
も
の
だ
。

後
谷
地
固
有
林
３
０
１
め
の
う
ち
戦
後
に
植
林
し
た
の
は
、

約
６‐
惨
で
ぁ

っ
た
。
１
９
４
８
年

（昭
和
２３
）
か

ら
始
ま
り
１
９
６
５
年
頃

（昭
和
４０
）
ほ
ぼ
終
わ
っ
た
。

道
路
が
で
き
、

資
材
の
運
搬
が
楽
に
な
っ
た
頃
終
わ

っ

た
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
後
も
間
伐
、

除
伐
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
手
入
れ
は
今
も
続
い
て
い
る
。

４
、

親
か
ら
子
へ
伝
え
る
べ
き
大
切
な
も
の

明
治

・
大
正
期

の
被
害
、

戦
時
中
の
被
害
を
思
う
時
、

国
の

一
大
事

（明
治
維
新
、

戦
争
）
が
あ

っ
た
と
は

▲戦時中の山火事に懲りて監視やぐら (火
の見やぐら)が造られる (大森稲荷神社

後方)

>防火線2号の曲がり。大砂丘の破れた所
が曲がつたまま道路となつた
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い
え
、

被
害
に
輪
を
か
け
た
の
が
私
た
ち
近
辺
に
住
む
者
の
無
関
心
、

無
知
と
い
う
意
識
の
低
さ
で

あ

っ
た
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

知
ら
な
い
で
、

あ
る
い
は
知

っ
て
い
な
が
ら
、

皆
が
や
っ
て
い
る
か

ら
と
、

砂
浜
の
植
物
を
採

っ
た
り
掘

っ
た
り
、

キ
ノ
コ
採
り
で
松
の
根
を
傷
付
け
た
り
、

枝
を
折

っ

た
り
、

人
の
目
を
盗
ん
で
入

っ
て
は
い
け
な
い
区
域
で
の
松
葉
さ
ら
い
、

は
て
は
ご
み
を
捨
て
た
り

の
悪
さ
の
あ
れ
こ
れ
。

大
人
の
意
識
が
低
い
と
当
然
子
ど
も
も
真
似
を
す
る
。

か
く
い
う
私
も
ま
た
、
１
９
５
０
年
代
、

幼
か
っ
た
と
は
い
え

ハ
マ
エ
ン
ド
ウ
の
実
を
採

っ
た
り
、

キ
ノ
コ
採
り
に
熱
中
し
て
、

や
み
く
も
に
小
松
原
と
呼
ば
れ
て
い
た
幼
松
の
中
を
く
ぐ
り
抜
け
た
り

し
た
こ
と
が
あ

っ
た
。

家
や
学
校
で
松
林
の
こ
と
で
何
か
言
わ
れ
た
記
憶
が
な
い
。
し
か
し
、

同
じ

年
代
の
友
は
、

母
親
に

「浜
の
草
や
実
は
採

っ
て
は
い
け
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

今
な
お
ご
み
捨
て
が
あ
と
を
絶
た
な
い
よ
う
に
、

教
育

（学
校
ば
か
り
で
な
く
、

行
政
、

家
庭
で

の
）
の
徹
底
は
む
ず
か
し
い
課
題
だ
が
、

子
ど
も
が
学
校

へ
通
う
前
の
小
さ
い
う
ち
に
こ
そ
、

実
際

に
松
原
へ
運
れ
て
行
き
、

林
の
中
に
い
る
感
覚
を
肌
で
感
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、

や
っ
て
は
い
け
な

い
い
ろ
ん
な
約
束
を
き

つ
ち
り
教
え
込
む
努
力
は
、

い
つ
の
時
代
に
も
必
要
だ
。

山
火
事
防
止
の
た

め
の
火
の
用
心
、

ご
み
を
捨
て
な
い
、

な
ど
そ
の
最
た
る
も
の
だ
。

国
有
林
は
国
の
も
の
、

「風
の
松
原
」
の
管
理
は
行
政
が
や
っ
て
く
れ
て
当
た
り
前
の
感
覚
は
今
も

根
強
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、

国
や
県
は
、

い
つ
で
も
面
倒
見
て
く
れ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を

何
度
か
経
験
し
て
い
る
。

そ
ん
な
時
、

地
元
住
民
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
、

松
原
と
の
つ
き
あ
い

方
を
普
段
か
ら
し
つ
か
り
持

っ
て
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

国
や
県
か
ら
の
預
か
り
も

の
を
利
用
す
る
か
ら
に
は
、

図
書
館
や
体
育
館
な
ど
公
共
の
施
設
を
使
う
時
と
同
じ
よ
う
に
、

約
束

事
を
き

つ
ち
り
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
上
で
自
分
た
ち
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
部
分
を
、

こ

れ
ま
た
き

つ
ち
り
要
求
す
べ
き
と
思
う
の
だ
。

砂丘を越えて砂浜への橋。橋の材料はニセアカシス
海はもう目の前

幾重にも守られて
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植
林
が
終
わ

っ
て
か
ら

１
、

砂
防
林
切
る
、

切
ら
ぬ

こ
の
５０
年
近
い
問
の
大
き
な
変
化
と
い
え
ば
、
１
９
７
１
年

（昭
和
４６
）
に
始
ま
っ
た
臨
海
工
業
団
地
造
成
を

め
ぐ
る
大
論
争
の
末
、
６
年
後
、

砂
防
林
の
１
０
０
材
幅
伐
採

（面
積
２０
．８
め
、
ク
ロ
マ
ツ
８
万
３
７
１
６
本
）

が
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
時

の
能
代
市
民
の
反
応
は
実
に
敏
感
で
、

松
原
に
対
す

る
思

い
が
眠
り
か
ら
覚
め
た
よ
う
に
、

大
き
な
う
ね
り
と
な

っ

た
。

「
１
本
も
切
ら
せ
た
く
な
い
」
思

い
と
、

「港
を
広
げ
、

一雇
用

の
場
を
作
り
、

発
展

へ
の
足
掛
か
り
を
」
と

の
思

い
は
両
立
で

き
な

い
も

の
な
の
か
、

多
く
の
市
民
が
考
え
、

論
争

の
行
方
に

関
心
を
持
ち
、

改
め
て
砂
防
林

の
役
割
を
考
え
る
こ
と
に
な

っ

た
。

行
政
も
民
間
グ
ル
ー
プ
も
時
間
を
か
け
て
専
門
家

の
意
見

を
聞
き
、

地
元
紙
は
丁
寧
に
そ
れ
ら
を
取
り
上
げ
、

考
え
る
場

を
提
供
し
て
く
れ
た
。

時
間
を
か
け
た
論
争

の
お
か
げ
で
、

大

方

の
市
民
が
納
得
し
た
か
ら
こ
そ
、

そ
の
後
ほ
と
ん
ど
問
題
が

起
き
て
い
な

い
の
だ
と
思
う
。
こ
の
時

の

一
連

の
動
き
は
、

能

代
で
は
か

つ
て
な

い
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た
市
民
運
動
だ

っ
た

の
で
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
か
ら
何
か
あ

っ
た
時

の
解
決
方
法

と
し
て
参
考
に
な
る
と
思
う

の
で
、

記
憶
し
て
い
る
人

の
多

い

今
の
う
ち
に
記
録
し
て
お
い
て
ほ
し
い
も
の
だ
。

しヽこしヽの広場は高畑であつた。
薬剤散布の様子 (1962年)
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２
、

能
代
市

に
よ

る
整

備
進

む

そ
の
後
１
９
８
０
年

（昭
和
５５
）
後
谷
地
国
有
林
は
２
５
１
診
が
保
健
保
安
林
に
指
定
さ
れ
、　

一
部
が
能
代
市

に
貸
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

市
に
よ
る
散
策
路
、

ジ
ョ
ギ
ン
グ
コ
ー
ス
設
定
等
の
整
備
が
始
ま

っ
た
。
１
９

８
２
年

（昭
和
５７
）
に
は
散
策
広
場
整
備
、
１
９
８
７
年

（昭
和
６２
）
に

「能
代
海
岸
砂
防
林
整
備
計
画
」
が
作

ら
れ
、

い
こ
い
の
広
場
の
整
備
が
始
ま

っ
た
。
こ
の
年
に
は

「能
代
海
岸
砂
防
林
フ
エ
ス
テ
イ
バ
ル
」
が
開
催
さ

れ
、

「風
の
松
原
」
の
名
称
も
決
ま

っ
た
。

そ
の
後
も
フ
イ
ー
ル
ド
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
、

木
造
ト
イ
レ
、

案
内
板
設
置
、

下
草
刈
り
、

サ
イ
ク
リ
ン
グ
コ
ー
ス
設
定
、

水
辺
の
里
等
の
整
備
が
続
い
て
お
り
、

文
字
通
り
市
民
の

「
い
こ
い

の
場
」
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

埋
め
立
て
ら
れ
た
海
岸
に
は
、

臨
海
木
材
工
業
団
地
、

能
代
火
力
発
電
所
が
で
き
、

今
、

砂
浜
は
河
戸
川
の
方

ま
で
行
か
な
い
と
見
ら
れ
な
い
。

能
代
の
海
岸
砂
防
林
は
後
谷
地
国
有
林
の
部
分
に
関
し
て
は
、

砂
防
の
役
割
か
ら
別
の
役
割

ヘ

大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
。

３
、

日
本
海

中
部

大
地
震
発
生

１
９
８
３
年

（昭
和
５８
）
５
月
２６
日
正
午
発
生
の
日
本
海
中
部
大
地
震
で
は
、

能
代
港
も
大
変

な
被
害
を
受
け
、

多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
。

後
谷
地
国
有
林
内
で
の
被
害
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ

た
よ
う
だ
が
、

向
能
代
落
合
地
区
の
大
開
浜
国
有
林
や
、

近
辺
の
民
有
砂
防
林
は
大
き
な
被
害
を

受
け
た
。

大
開
浜
で
は
、

高
さ
３
肘
の
防
浪
砂
丘
が
１０
カ
所
以
上
も
破
れ
、

４０
惨
ほ
と
ん
ど
が
海
水
を
か

ぶ
り
、
も

っ
と
も
海
岸
寄
り
の
幼
齢
林
は
改
植
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

津波により破られた砂丘。日本海中部地
震により被害を受ける(大開浜国有林)
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大
開
浜
固
有
林
の
復
旧
工
事
は
３
年
計
画
で
行
わ
れ
、

ク
ロ
マ
ツ
の
改
植
１４

・
４
わ
を
は
じ
め

前
砂
丘
の
復
旧
、

防
風
柵
等
、

復
旧
費
用
は
実
に
４
億
１
千
万
円
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
費
用
の

数
字
は
今
砂
防
造
林
の
工
事
が
あ

っ
た
場
合
の
目
安
に
な
る
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

大
正
末
期
に
能
代
に
来
て
、

後
世
に
残
る
海
岸
砂
防
の
道
を
切
り
拓
い
た
宮
樫
兼
治
郎
さ
ん
は

常
に

「
海
岸
砂
防
は
今
必
要
で
設
け
る
ば
か
り
で
な
い
。
こ
れ
か
ら
何
十
年
後
、

何
百
年
後
の
津

波
な
ど
の
天
災
を
防
ぐ
た
め
に
遠
大
な
る
計
画
の
も
と
に
造

っ
て
い
る
の
だ
」
と
言

っ
て
い
た
と

い
う
。

砂
防
林
は
富
樫
さ
ん
の
予
言
通
り
立
派
に
防
潮
林
の
役
目
を
も
果
た
し
、

避
難
す
る
人
た

ち
を
助
け
、

周
辺
施
設

へ
の
被
害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
時
能
代
周
辺
の
沿
岸
で
、

砂
防
林
は
津
波
の
勢
い
を
や
わ
ら
げ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
。

４
、

松
く

い
虫
被

害

北
上

マ
ツ
ク
イ
ム
シ
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
種
類
が
あ

っ
て
、

戦
後
、

後
谷
地
国
有
林
で
も
大
発
生
し
た
虫
と
今
問

題
に
な

っ
て
い
る
虫
と
は
違
う
。

今
の
は
マ
ツ
ノ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ
が
マ
ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ
ュ
ウ
と
い
う
病
原
体

を
運
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
増
え
て
い
く
病
気
だ
。

１
９
８
２
年

（昭
和
５７
）
秋
田
県
で
は
象
潟
町
で

一
番
早
く
発
生
し
た
松
く
い
虫
被
害
は
北
上
を
続
け
、

い
ず

れ
能
代
に
も
、
と
予
想
さ
れ
て
い
た
。
１
９
９
９
年

（平
成
１１
）
つ
い
に
後
谷
地
国
有
林
で
も
発
生
。
２
０
０
２
、

３
年
頃
を
ピ
ー
ク
に
被
害
は
減

っ
て
き
て
は
い
る
が
、

依
然
油
断
は
な
ら
な
い
。

発
生
か
ら
１０
年
間

（平
成
１０
～

２０
年
度
）
の
被
害
は
国
有
林

（後
谷
地
、

大
開
浜
）
だ
け
で
も
約
８
千
立
方
肘
に
及
ん
で
い
る
。

能
代
の
場
合
、

県
南
の
被
害
の
教
訓
か
ら
、

防
除
帯
を
設
け
た
り
、

空
中
散
布
を
や
つ
た
り
、

個
人
の
家
の
被

害
木
処
理
を
手
助
け
し
た
り
、

早
く
か
ら
国

・
県

・
市
の
行
政
が
足
並
み
そ
ろ
え
て
対
策
を
と

つ
て
き
た
の
で
、

被
害
が
こ
れ
く
ら
い
で
済
ん
で
い
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。

ピーク時の松くしヽ虫被害木処理
(2003年5月防火水路帯そば)
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５
、

最
近
の
変
化

ご
く
最
近
の
後
谷
地
国
有
林
の
変
化
と
い
え
ば
、

チ
ツ
プ
舗
装
の
歩
道
が
で
き
た
り
し
て
、

松
原
が
健
康
増
進
、

や
す
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
林
と
し
て
の
見
直
し
が
強
ま

っ
た
こ
と
を
感
じ
る
。

平
成
１６
～
‐９
年
度

（２
０
０
４
～
２
０
０
７
）
、
４
年
間
に
わ
た
る

「生
活
環
境
保
全
林
整
備
事
業
」
に
よ
り
、

ウ
ッ
ド
チ
ッ
プ
舗
装
遊
歩
道
、

休
憩
所
、

あ
ず
ま
や
、

標
識
等
の
設
置
、

林
内
整
備

（本
数
調
整
伐
、

つ
る
切
り

等
）
が
、

約
２
億
３
千
万
円
の
費
用
を
か
け
て
実
施
さ
れ
た
。

新
し
い
道
は

「健
康
づ
く
り
の
み
ち
」
と
し
て
好
評
で
散
策
者
は
増
え
る

一
方
だ
。

こ
こ
ま
で
後
谷
地
の
変
化
を
た
ど
り
、

欠
け
て
い
る
の
が
何
か
、

分
か
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
松
原
の
林
相
の
変

化
で
あ
る
。

場
所
に
よ
っ
て
は
広
葉
樹
や
ニ
セ
ア
カ
シ
ア
が
増
え
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
気
に
な
る
。

こ
れ
が
今

一
番
大
事
な
事
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

め
っ
た
に
松
原
に
行
け
な
く
な

っ
た
私
に
は
、

今
現
在
の
状

態
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

今
回
は
こ
れ
ら
の
変
化
に
は
触
れ
な
い
。

松
原
を
め
ぐ
る
数
々
の
課
題
は
、

行
政
、

専
門
家
、

住
民
を
交
え
た
討
論
の
場
で
、

そ
れ
も
時
間
を
か
け
、

手

間
ひ
ま
か
け
て
現
地
を
調
査
し
、

方
向
を
見
い
出
し
て
ほ
し
い
と
思
う
。

国
や
県
の
森
林
に
対
す
る
方
針
は
時
代

に
よ
り
変
わ
っ
て
い
く
だ
ろ
う
が
、

こ
の
地
で
暮
ら
す
私
た
ち
に
と

っ
て
砂
防
林
は
絶
対
欠
か
せ
な
い

「生
き
て

い
る
公
共
施
設
」
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、

筋

の
通

っ
た
長
期

の
地
元
の
方
針
を
持
ち
、

そ
れ

を
行
政
も
住
民
も
共
有
す
べ
き
だ
と
も
思
う

の
だ
。

『心
』
を
伝
え
る

松
原
の
た
め
に
、

今
私
に
で
き
る
こ
と
は
何
か
。
３
０
０
年
を
振
り
返
っ
て
み
て
、

私
が

感
じ
た
こ
と
、

そ
れ
は
飛
ぶ
砂
を
抑
え
、

松
を
植
え
る
た
め
に
心
血
を
注
い
だ
人
た
ち
の

新しい道に古松を生か曳 平成16年度 (2004)から
4年間、後谷地国有林内は大幅に整備された
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『心
』
を
く
み
と
り
、

そ
れ
を
伝
え
る
こ
と
で
は
な
い
か
、

と
の
思

い
に
行
き
着

い
た
。

私
が
、

実
際
に
松
を
植
え
た
り
、

砂
防
事
業
に
携
わ

っ
た
本
人
か
ら
聞

い
た
の
は
２０
人
そ
こ
そ
こ
だ

つ
た
が
、

忘
れ
ら
れ
な
い
言
葉
が
多
く
、

感
動
の
連
続
で
あ

っ
た
。

私
が
ひ
と
り
占
め
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
も

っ
た

い
な

い
。営

林
署
を
退
職
し
て
か
ら
も
松
原
を
見
回

っ
て
は
成
長
の
遅
い
木
に
は

「
頑
張

っ
て
お
が
れ
や
」
と
声
を
掛
け

て
い
た
と

い
う
Ｈ
さ
ん
は
去
年
亡
く
な
ら
れ
た
。

工
業
団
地
造
成
で
、

最
初
２
０
０
肘
幅
で
切
ら
れ
る
と
問

い
て
、

毎
日

「
い
だ
わ
し
な
あ
、

あ
ん
た
に
ホ
ネ
折

っ
た
じ
、

ホ
ネ

い
だ
わ
し
」
と
嘆

い
て
い
た
と
い
う
Ｍ
さ
ん
は
今
ど

う
し
て
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

生
涯
を
能
代
の
砂
防
林
に
捧
げ
た
と

い
え
る
鈴
木
重
孝
さ
ん
が
撮
ら
れ
た
た
く
さ
ん

の
写
真
と
遺
稿
、

伝
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
数

々
あ
る
。

砂
留
め
、

植
林
に
関
わ

っ
た
昔
の
人
た
ち
も
、
き

っ
と
こ
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
言
葉
を

・
発
し
、

わ
が
子
を
育
て
る
よ
う
に
慈
し
ん
で
い
た
に
違
い
な
い
。

１
本
１
本
に
込
め
ら
れ
た

『心
』
を
忘
れ
な
い
。
こ
れ
が
私
の

「―
ふ
る
さ
と
学
習
―
能

代
砂
防
林
の
３
０
０
年
」
の
成
果
で
あ
り
結
論
で
あ
る
。

最
後
に
こ
の
学
び
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、

米
代
西
部
森
林
管
理
署

（旧
能
代
営
林
署
時

代
を
含
む
）
の
皆
様
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ま
た
、

文
中
間
違
い
等
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ご
指
摘
い
た
だ
け
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
。

民
有
林
部
分
ま
で
調
査
が
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
が
心
残
り
で
す
が
、

私
の
松
原
の
学
び
も

こ
の
辺
で
ひ
と
区
切
り
つ
け
る
時
が
き
た
よ
う
で
す
。

お
話
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ

っ
た
皆
様
、

資
料
を
提
供
く
だ
さ

っ
た
皆
様
、

長
い
問
応
援
く

だ
さ

っ
た
皆
様
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（２
０
１
１
年
５
月
記
）

ジョギングコース34審地点 (平成18年9月
28日)(「風の松原に守られる人々の会」
2007年作成リーフレットより)
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あ
と
が
き
　
―

冊
子
発
行
に
あ
た

っ
て

―

私
が
能
代
の
自
然
環
境
、

特
に
砂
防
林
を
も

つ
と
意
識
し
て
暮
ら
さ
ね
ば
、

と
思
う
よ
う
に
な

っ
た
の
は
４０
代

半
ば
に
な

っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。

１
９
８
６
年
～
１
９
８
８
年
の
３
年
間
、

友
人
た
ち
が

「
野
添
ゼ
ミ
」
と

い
う
、

い
ろ
ん
な
分
野
の
方
々
を
講

師
に
呼
ん
で
の
勉
強
会
を
開
い
て
く
れ
た
。

そ
の
な
か
で

「
子
ど
も
の
成
長
と
森
林
」
に
参
加
し
た
時
、

小
さ
い

頃
か
ら
慣
れ
親
し
ん
だ
能
代
浜
や
松
林
が
し
き
り
と
思
い
出
さ
れ
、

そ
れ
は
思
い
出
と

い
う
よ
り
私
自
身
に
染
み

付

い
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
の
を
感
じ
、

こ
れ

つ
て

一
生
の
財
産
な
ん
だ
と
気
づ

い
た
の
で
し
た
。
ク

育

っ
た
環

境
が
そ
の
人
を
創
る
ク
と
言
わ
れ
る
が
、

幼
児
期
、

青
年
期
の
自
然
環
境
も
ま
た
人
間
を
創
る
、

と
こ
の
時
は

っ

き
り
分
か

っ
た
気
が
す
る
。

そ
の
後
、

父
が
亡
く
な

っ
た
時
、

自
分
と
父
を
繋
ぐ
も
の
が
松
林
で
あ

っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
り
、

私
の
住
ん

で
い
る
城
測
地
区
が
、

大
正
末
期
か
ら
の
近
代
松
原
の
造
成
に
深
く
関
わ

っ
て
い
た
事
を
知
る
に
つ
け
、

松
原
の

こ
と
を
も

つ
と
知
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な

っ
た
。

市
の
図
書
館

へ
行

っ
た
り
、

近
所
の
当
時
の
事
を
知

っ
て
る

人
を
訪
ね
た
り
し
て
、

遅
ま
き
な
が
ら
素
人
の
学
び
が
始
ま

っ
た
。

休
み
休
み
の
作
業
な
が
ら
、

短
文
が
ま
と
ま
る
と
他

の
人
に
も
読
ん
で
も
ら

い
た
く
て
、

地
元
紙

「
北
羽
新

報
」
や
サ
ー
ク
ル
誌

「秋
田
の
こ
だ
ま
」
に
投
稿
、
１
９
９
９
年
に
は
そ
れ
ら
を

「
私
た
ち
の
風
の
松
原
物
語
―

語
り

つ
ぐ
能
代
海
岸
砂
防
林
の
近
代
―
」
と
し
て
４０
ペ
ー
ジ
の
冊
子
に
ま
と
め
た
。

今
回
の

「―
私
の
ふ
る
さ
と
学
習
―
能
代
砂
防
林
の
３
０
０
年
」
は
２
０
１
１
年
５
月
２５
日
か
ら
９
月
９
日
ま

で
‐７
回
に
わ
た
り

「
北
羽
新
報
」
に
連
載
さ
れ
た
も
の
で
す
。

当
初
は
冊
子
に
ま
と
め
る
予
定
は
な
か

っ
た
の
だ

が
、

掲
載
途
中
で
数
人
の
方
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
、

教
材
の
ひ
と

つ
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
、

こ
の
よ
う
な
形

に
な

っ
た
。

「
砂
留
」
３
０
０
年

の
節
目
の
年
に
ふ
る
さ
と
の
砂
防
林
の
歴
史
を
私
な
り
に
ま
と
め
た

い
と

い
う

目
標
を
達
成
で
き
、

ホ

ッ
と
し
て
い
る
。
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又
、

冊
子
作
成
に
あ
た
り
省
略
し
た
の
だ
が
、

運
載
が
決
ま

っ
た
時
、

本
文
の
最
初
に
書
か
ず
に
い
ら
れ
な

か
っ
た
の
は
、
３
月
１１
日
の
東
日
本
大
震
災
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

三
陸
の
地
震

・
津
波
、

福
島
の
原
発
事
故
、

あ

ま
り
の
悲
惨
さ
に
打
ち
の
め
さ
れ
、

動
揺
の
日
々
が
続
い
た
。

あ
ん
な
津
波
が
来
た
ら

「風
の
松
原
」
だ

っ
て
ひ

と
た
ま
り
も
な
い
だ
ろ
う
、

防
潮
林
と
し
て
過
度
の
期
待
は
す
べ
き
で
な
い
の
か
？
海
や
川
、

山
に
近
い
能
代
の

街
と
三
陸
の
街
が
重
な
り
、

こ
れ
ま
で
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
災
害
を
経
験
し
た
街
と
し
て
も
他
人
事
で
な
い
今
回
の

災
害
で
あ

っ
た
。

あ
の
よ
う
な
大
き
な
津
波
を
防
ぐ
施
設
な
ど
あ
り
え
な
い
、
と
今
は
思
う
。

そ
し
て
砂
で
あ
れ
風
で
あ
れ
、

い

つ
ま
で
も
松
原
が
防
い
で
く
れ
る
と
当
て
に
し
て
い
て
は
い
け
な
い
、

松
原
自
体
が
刻
々
と
変
化
し
て
い
る
の
だ

か
ら
、
も

つ
と
真
剣
に
変
化
に
目
を
向
け
な
い
と
手
遅
れ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
だ
。

子
ど
も
た
ち
が
大
き
く
な

っ
て
能
代
か
ら
離
れ
て
も
、

ふ
る
さ
と
の
自
然
環
境
で
鍛
え
た
身
体
と
精
神
を

一
生

の
財
産
に
出
来
る
よ
う
に
、

又
能
代
に
残

っ
た
人
や
よ
そ
か
ら
来
た
人
が
、

こ
の
街
で
心
身
健
康
で
過
ご
せ
る

よ
う
に
、

そ
の
た
め
に
も
松
原
は
大
切
に
次
の
世
代
に
引
き
継
ぎ
た
い
。

引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、

今
現
在
能
代
に
住
む
私
た
ち
が
他
人
任
せ
に
せ
ず
、

意
識
し
て
そ
の
こ
と
に
対
処
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い

る
。

東
日
本
大
震
災
と
能
代
砂
防
林
３
０
０
年
の
歴
史
は
そ
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。

今
回

「
北
羽
新
報
」
連
載
に
あ
た
り
社
の
皆
様
に
、

冊
子
作
成
に
あ
た
っ
て
は

「秋
田
の
こ
だ
ま
」
編
集
部
及

び
北
羽
新
報
社
印
刷
事
業
部
の
皆
様
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

２
０
１
１
年
１０
月

浅
　
野
　

ミヽ
　
ヤ
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米
代
西
部
森
林
管
理
署
よ
り
提
供
受
け
た
写
真

【８
ペ
ー
ジ
】
①
②
ヨ
シ
費
堆
砂
垣
　
③
芝
堆
砂
垣

【‐６
ぺ
‐
ジ
】
④
砂
防
施
設
造
り
始
ま
る

【２０
ペ
ー
ジ
】
⑤
ク
ロ
マ
ツ
苗
を
見
守
る
人
た
ち

【２．
ペ
ー
ジ
】
⑥
砂
に
埋
ま
っ
た
ク
ロ
マ
ツ
苗

【２２
ぺ
‐
ジ
】
②
飛
砂
の
害
お
そ
る
べ
し

【２６
ぺ
‐
ジ
】
③
整
地
作
業
　
③
ワ
ラ
静
砂
立
工
　
⑩
覆
砂
工

【２７
ぺ
‐
ジ
】
①
藁
を
運
ぶ
　
②
し
ば
を
運
ぶ
　
①
ア
キ
グ
ミ
の
種
採
り

【２８
ぺ
‐
ジ
】
⑭
防
浪
垣

・
か
け
や
打
ち
　
⑤
防
浪
垣
補
修

・
砂
運
び
　
①
防
火
水
糟

【２９
ぺ
‐
ジ
】
⑫
監
視
や
ぐ
ら

【３０
ペ
ー
ジ
】
①
幾
重
に
も
守
ら
れ
て
　
①
砂
浜
へ
の
橋

【３‐
ペ
ー
ジ
】
④
い
こ
い
の
広
場
は
苗
畑

【３２
ぺ
‐
ジ
】
④
津
波
に
よ
り
破
ら
れ
た
砂
丘

〔目
　
　
次
〕
埋
め
わ
ら
工
の
順
序
４
枚

参
考
資
料

。
「秋
田
縣
海
岸
砂
防
造
林
史
」
秋
田
縣
林
務
課
　
昭
和
８
年

・
「
日
本
海
北
部
沿
岸
地
方
に
お
け
る
砂
防
造
林
」
富
樫
兼
治
郎
　
財
団
法
人
林
曹
会
　
昭
和
１２
年

再
刊

・
昭
和
３９
年

。
「大
正
昭
和
林
業
逸
史
　
上
巻
」
林
業
経
済
研
究
所
編
　
昭
和
４６
年

・
「能
代
市
砂
防
林
の
歴
史
」
鈴
木
重
孝
　
昭
和
６２
年

。
「能
代
市
史
　
特
別
編
　
自
然
」
能
代
市
史
編
さ
ん
委
員
会
　
平
成
１２
年
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「能
代
市
史
資
料
　
第
１５
号
　
越
後
屋

・
村
井
文
書
」
能
代
市
史
編
集
委
員
会
　
昭
和
６０
年

「秋
田
県
の
地
名
」
平
凡
社
　
１
９
８
０
年

講
義

「越
後
屋

・
越
前
屋
、

そ
し
て
定
之
丞

・
景
林
―
砂
防
林
に
尽
く
し
た
人
々
―
」
古
内
龍
夫

２

０

０

１

・

６

・

２３

ヨ
能
代
の
あ
ゆ
み
』
年
表
」
北
羽
新
報
社
　
昭
和
６０
年

「風
に
学
ん
で
―
能
代
海
岸
防
災
林
の
造
成
の
記
録
―
」
東
北
森
林
管
理
局

・
米
代
西
部
森
林
管
理
署

平
成
１３
年

「私
た
ち
の
風
の
な
原
物
語
―
語
り
つ
ぐ
能
代
海
岸
砂
防
林
の
近
代
―
」
浅
野
ミ
ヤ
　
ー
９
９
９
年

「
日
本
の
海
岸
林
」
村
井
宏
ほ
か
編
　
１
９
９
２
年

「秋
田
営
林
局
百
年
の
あ
ゆ
み
」
秋
田
営
林
局
　
昭
和
６‐
年

ヨ
風
の
松
原
』
美
林
化
ビ
ジ
ョ
ン
は
？
十

一
市
民
の
読
書
ノ
ー
ト
か
ら
―
」
梅
田
市
美
　
平
成
２０
年

リ
ー
フ
レ
ッ
ト

「能
代
海
岸
砂
防
林
　
風
の
松
原
」
風
の
松
原
に
守
ら
れ
る
人
々
の
会
　
平
成
２２
年

「秋
田
の
砂
防
林
　
緑
の
遺
産
」
そ
の
１

・
そ
の
２
　
宮
崎

一
彦
取
材

・
編
集

財
団
法
人
秋
田
県
緑
化
推
進
委
員
会
　
秋
田
県
林
務
部
、

森
林
土
木
課
　
１
９
９
９
年

「
日
本
五
代
松
原
　
風
の
松
原
フ
ィ
ー
ル
ド
ガ
イ
ド
」
山
本
農
林
事
務
所
林
務
課

「出
戸
の
春
」
佐
藤
忠
三
編
　
平
成
２
年
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浅 野 ミ ヤ

● 1944年  能 代市西通町 (旧、本町)に 生まれる。

●現住所 〒 016-0121能 代市賊測字賊測 60番 地
a・ FAX 0185-58-2360

0「 秋田のこだま」サークル ・読書サークル 「某夷 (ぐみ)」

「風の松原に守 られる人々の会」 ・ 「山脈の会」所属

「秋田のこだま」叢書 -5-

―― 私のふるさと学習 ――

能代砂防林の300年
発 行 2011年 10月 25日

〒016-0121 能 代市城測一本柳 176-4
畠山正治方 「秋田のこだま」編集部
a0185-58-4969

非売品

■表紙写真 「昭和30年 代後半・能代浜・男鹿寒風山を望む」、
裏表紙写真 「昭和30年 代後半 ・能代浜 ・白神山地を望む」
(秋田市 ・長岐喜代治氏撮影)

■印刷 ・製本 北 羽新報社 印 刷事業部




