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古
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湊
川
は
、
古
代
か
ら
続
く
兵
庫
の
町
と
幕
末
の
開
港
以
降
急
速
に
発
展
し
た
神
戸

と
の
境
を
流
れ
て
い
た
川
で
あ
っ
た
。
湊
川
の
上
流
は
石
井
川
と
天
王
川
と
が
菊
水

町
一
丁
目
の
菊
水
橋
上
手
で
合
流
し
て
南
流
し
た
後
、
東
山
町
一
丁
目
の
洗
心
橋
付

近
で
南
東
方
向
に
向
き
を
変
え
、
湊
川
公
園
、
新
開
地
を
通
っ
て
現
在
の
川
崎
重
工

業
の
中
央
を
抜
け
て
神
戸
港
に
流
れ
こ
ん
で
い
た
。
六
甲
山
地
南
麓
の
主
要
な
河
川

は
、
扇
状
地
を
形
成
し
天
井
川
化
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
湊
川
の
場

合
は
扇
状
地
形
か
ら
突
出
し
て
い
る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
、
そ
の
河
床
が
二
階
建
て
住

宅
の
屋
根
よ
り
高
い
典
型
的
な
天
井
川
で
あ
っ
た
。

　

一
八
六
八
年
の
兵
庫
（
神
戸
）
開
港
以
降
、
神
戸
地
域
の
発
展
や
市
街
地
拡
大
が

大
き
く
進
む
中
、
湊
川
は
明
治
初
期
に
東
海
道
線
神
戸
駅
と
山
陽
鉄
道
（
現
Ｊ
Ｒ
山

陽
本
線
）
兵
庫
駅
と
の
間
が
断
絶
し
て
い
た
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
東
西
交
通

の
障
害
と
さ
れ
て
い
た
う
え
に
、
神
戸
港
へ
の
土
砂
の
流
入
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

そ
れ
に
加
え
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
と
度
重
な
る

水
害
に
み
ま
わ
れ
て
い
た
た
め
湊
川
の
付
替
え
が
検
討
さ
れ
た
が
、
そ
の
工
事
費
が

膨
大
な
も
の
と
な
る
こ
と
か
ら
実
現
し
な
い
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
明
治
二
九
年
（
一

八
九
六
）
に
大
水
害
が
発
生
し
た
こ
と
か
ら
、
湊
川
の
付
替
え
を
早
急
に
進
め
る
こ

と
と
な
っ
た
。
明
治
三
〇
年
の
計
画
着
手
当
初
は
東
山
町
か
ら
西
に
会
下
山
の
南
麓

の
松
本
通
付
近
を
通
す
計
画
だ

っ
た
が
、
近
隣
住
民
か
ら
洪
水

被
害
を
不
安
視
さ
れ
た
こ
と
で

計
画
変
更
さ
れ
、
会
下
山
の
地

下
を
ト
ン
ネ
ル
で
通
し
、
長
田

区
の
苅
藻
川
に
流
す
と
い
う
壮

大
な
工
事
が
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
民
間
会
社
に
よ
り
日
本

最
初
の
河
川
ト
ン
ネ
ル
「
湊
川

隧
道
」
が
建
設
さ
れ
た
。
結
果

と
し
て
残
さ
れ
た
旧
湊
川
流
路

の
南
部
で
は
堤
防
が
取
り
除
か

れ
、
明
治
三
八
年
（
一
九
〇

五
）
に
大
正
・
昭
和
初
期
で
は

神
戸
随
一
の
繁
華
街
新
開
地
が

誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

図１　明治時代の湊川（琴平橋付近　註（1）文献）
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こ
う
し
て
付
け
替
え
ら
れ
た
湊
川
は
新
湊
川
と
な
り
、
か
つ
て
の
湊
川
は
旧
湊
川

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
著
し
く
天
井
川
化
し
人
工
的
と
も
見
ら
れ
た
湊

川
に
対
し
て
、
か
つ
て
古
湊
川
が
存
在
し
て
お
り
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
本
来
の
流

路
か
ら
人
為
的
に
曲
げ
ら
れ
付
け
替
え
ら
れ
た
と
の
解
釈
が
長
ら
く
通
説
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
と
、
そ
の
真
偽
に
つ
い
て
検

証
し
て
み
た
い
。

　

湊
川
を
付
け
替
え
た
と
い
う
説
の
最
も
古
い
例
と
し
て
は
『
福
原
鬢
鑑
』（
延
宝

八
年
（
一
六
八
〇
））
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
昔
は
兵
庫
ヨ
リ
西
に
有
之
由
申
傳
、

い
つ
の
比
川
筋
替
た
る
か
、
所
の
者
年
数
お
ぼ
え
ず
」
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
昔
は

西
に
流
れ
て
い
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
が
、
い
つ
付
け
替
え
た
の
か
は
地
元
の
者
で

も
わ
か
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る

　（2）
。
ま
た
、『
摂
津
名
所
図
絵
』（
寛
政
八
年
（
一
七

九
六
）
）
で
は
、「
古
は
石
井
よ
り
会
下
山
の
麓
を
西
へ
流
れ
、
兵
庫
の
町
の
西
よ

り
大
和
田
濱
に
て
海
に
入
る
。
平
相
国
兵
庫
築
島
せ
ら
る
る
の
時
、
洪
水
の
難
を
避

け
ん
為
に
、
今
の
如
く
川
違
あ
り
し
な
り
」
と
さ
れ
て
い
て
、
兵
庫
の
町
か
ら
大
輪

田
の
浜
に
至
る
と
い
う
具
体
的
な
ル
ー
ト
と
、
平
清
盛
の
時
代
に
付
替
え
ら
れ
た
と

の
説
が
加
え
ら
れ
て
い
る

　（3）
。
こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
は
湊
川
は
か
つ
て
兵
庫

の
町
の
西
側
を
流
れ
て
い
た
と
の
伝
承
が
定
着
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

 

明
治
時
代
の
『
西
摂
大
観
』（
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
））
で
は
、
明
治
に
出
さ

れ
た
地
名
辞
書
が
『
東
鑑
』『
源
平
盛
衰
記
』『
平
家
物
語
』
を
引
用
し
、「
当
時
既

に
今
の
如
く
湊
川
の
東
流
た
る
を
証
す
べ
し
。」
と
し
て
、
平
清
盛
の
時
代
に
は
す

で
に
湊
川
（
旧
湊
川
）
流
路
を
流
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、『
方
丈
記
』

『
山
塊
記
』
な
ど
を
引
用
し
「
湊
川
の
東
流
は
寿
永
（
一
一
八
二
〜
一
一
八
三
）
前

に
あ
ら
ざ
る
こ
と
。」
と
し
て
、
清
盛
以
前
に
は
あ
り
え
ず
池
田
恒
興
の
兵
庫
築
城

に
伴
っ
て
付
け
替
え
ら
れ
た
と
し
て
い
る

　（4）
。

　

大
正
時
代
に
な
る
と
、
喜
田
貞
吉
氏
に
よ
る
『
神
戸
市
史
』（
一
九
二
一
）
で
は
、

湊
川
の
名
が
和
田
（
兵
庫
）
の
湊
に
そ
そ
ぐ
川
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
問
題
は
そ
の

流
路
が
何
時
の
頃
に
東
に
転
じ
て
旧
湊
川
を
な
す
に
至
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
源
平

１　

こ
れ
ま
で
の
古
湊
川
説

図２　通説となっている古湊川流路推定図（落合重信註8文献より転載）
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合
戦
以
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
疑
う
余
地
が
な
い
と
し
、
そ
れ
を
知
る

べ
き
史
料
は
な
い
の
が
遺
憾
と
し
な
が
ら
も
、
西
摂
大
観
の
源
平
合
戦
以
後
に
東
に

転
じ
た
と
い
う
説
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る

　（5）
。

　

昭
和
時
代
に
入
る
と
、『
神
戸
市
水
害
誌
』（
一
九
三
九
）
に
は
、「
流
路
の
問
題
は

川
崎
の
出
洲
の
土
量
が
果
た
し
て
幾
年
間
に
造
成
せ
ら
れ
た
る
も
の
か
が
解
決
せ
ざ

れ
ば
、
そ
の
年
代
は
不
明
に
終
る
で
あ
ろ
う
。
今
よ
り
二
六
〇
年
前
の
市
民
が
凡
そ

一
〇
〇
年
を
経
ざ
る
池
田
氏
の
付
替
え
に
対
し
付
替
え
の
年
次
を
知
ら
ず
と
伝
え
た

に
徴
す
る
と
、
或
は
池
田
氏
以
前
の
付
替
事
業
に
あ
ら
ざ
る
な
き
か
、
研
究
に
値
す

る
。」
と
あ
り
、
池
田
氏
以
前
の
付
け
替
え
の
可
能
性
を
述
べ
て
い
る

　（6）
。

　

昭
和
後
期
に
な
る
と
、
落
合
重
信
氏
は
、
応
保
二
年
卯
月
吉
日
銘
摂
津
国
八
部
郡

奥
平
野
条
里
図
（
写
）

の
検
討
か
ら
、
奈
良
時

代
に
古
湊
川
の
流
れ
て

い
た
場
所
を
特
定
し
、

現
地
に
残
る
上
沢
、
下

沢
、
永
沢
、
柳
原
、
三

川
口
の
地
名
か
ら
、
古

湊
川
の
流
路
を
推
定
し

て
い
る

　（7）
。
一
九
七
六

年
に
刊
行
さ
れ
た
兵
庫

県
史
第
二
巻
で
、
石
田

善
人
氏
は
、
湊
川
の
付

け
替
え
に
つ
い
て
は
触

れ
て
い
な
い
も
の
の
、

挿
図
に
は
福
原
京
時
代
に
古
湊
川
が
描
か
れ
て
い
る

　（8）
。
こ
れ
は
落
合
氏
の
説
を
引

用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

平
成
時
代
に
な
る
と
、
新
修
神
戸
市
史
で
は
、
元
木
泰
雄
氏
は
湊
川
旧
河
道
と
し

て
永
沢
町
〜
七
宮
町
あ
た
り
を
推
定
し
て
い
る
が

　（9）
、
こ
れ
は
足
利
建
亮
氏
の
推
定

復
元
説
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る

　（10）
。
田
辺
眞
人
氏
は
、
古
湊
川
流
路
に
つ
い
て
落

合
氏
の
説
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
経
ヶ
島
（
経
ノ
島
）
を
人
工
島
と
す
る
考
え
か
ら
完

全
な
島
と
し
て
復
元
し
て
い
る

（11・12）
。

　

さ
ら
に
令
和
に
な
る
と
、
中
山
久
憲
氏
は
、
古
湊
川
の
流
れ
を
つ
け
替
え
た
の
は

誰
か
と
し
て
、
室
町
・
戦
国
時
代
に
兵
庫
城
と
兵
庫
津
の
城
下
町
の
建
設
の
障
害
に

な
る
古
湊
川
を
旧
湊
川
の
方
へ
付
け
替
え
た
と
す
る
神
木
哲
男
氏
・
崎
山
昌
廣
氏
の

説
　（13）
や
、
そ
れ
を
説
明
す
る
資
料
が
な
く
そ
れ
以
前
の
時
期
で
は
な
い
か
と
す
る
落

合
重
信
氏
の
説

　（14）
を
引
用
し
な
が
ら
、
本
格
的
に
は
池
田
信
輝
が
付
け
替
え
た
の
で

は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
歴
史
上
の
主
人
公
と
は
な
ら
な
か
っ
た
兵
庫
津
を
支
え
た
商

人
・
町
人
の
力
で
、
バ
イ
パ
ス
と
し
て
の
流
れ
の
確
保
と
し
て
付
け
替
え
て
い
た
と

考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る

　（15）
。

　

こ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
の
湊
川
は
西
流
し
て
い
た
古
湊
川
が
旧
湊
川
に
付
替
え
ら

れ
た
と
い
う
大
前
提
に
立
っ
て
お
り
、
そ
の
付
替
え
時
期
が
平
安
時
代
末
期
の
清
盛

の
築
島
建
設
時
か
、
も
し
く
は
戦
国
時
代
末
期
の
池
田
氏
の
兵
庫
城
築
城
時
か
、
あ

る
い
は
そ
の
中
間
か
と
い
う
所
説
が
論
争
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
そ
も

そ
も
の
大
前
提
と
し
て
古
湊
川
が
西
流
し
て
い
た
と
い
う
説
に
立
っ
て
い
る
が
、
そ

の
根
拠
が
科
学
的
に
示
さ
れ
た
も
の
は
な
く
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
伝
承
で
し
か
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

図３　新修神戸市史歴史編Ⅱ古代・中世より転載

研究紀要.indd   3 2025/03/05   16:38



兵庫県立兵庫津ミュージアム研究紀要　第２号（2025年）

4

（
１
）
地
質
学
か
ら
の
検
討

　

そ
れ
で
は
本
格
的
に
科
学
的
に
検
討
さ
れ
た
研
究
成
果
を
み
て
み
よ
う
。

　

増
田
富
士
雄
氏
は
、
二
〇
一
四
年
の
神
戸
市
須
磨
区
古
川
町
遺
跡
発
掘
調
査
現
場

及
び
二
〇
一
七
年
の
兵
庫
津
遺
跡
第
六
二
次
調
査
の
地
層
観
察
や
周
辺
の
ボ
ー
リ
ン

グ
デ
ー
タ
を
解
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
図
４
の
と
お
り
明
石
海
峡
か
ら
伸
び
た

巨
大
な
砂
嘴
を
復
元
さ
れ
、
そ
の
形
成
時
期
は
縄
文
時
代
中
期
こ
ろ
と
推
定
さ
れ
て

い
る

　（16）
。

　

こ
れ
は
縄
文
時
代
前
期
こ
ろ
に
海
抜
三
ｍ
前
後
に
ま
で
達
し
て
い
た
縄
文
海
進
後

の
海
退
に
伴
い
、
約
四
五
〇
〇
年
か
ら
四
〇
〇
〇
年
前
の
縄
文
時
代
中
期
か
ら
後
期

こ
ろ
ま
で
に
は
新
た
な
海
浜
堤
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
増
田
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
兵
庫
津
遺
跡
第
六
二
次
調
査
現
場
で
は
東
側
と
北

側
に
向
け
て
砂
礫
が
堆
積
し
て
い
る
状
況
が
観
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
石
海

峡
方
面
か
ら
の
海
流
に
よ
り
砂
嘴
の
先
端
部
分
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る

　（17）
。

 

さ
ら
に
縄
文
時
代
晩
期
か
ら
弥
生
時
代
前
期
に
か
け
て
海
退
が
ピ
ー
ク
に
達
し
て

い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
現
在
の
海
水
準
よ
り
も
一
〜
二
ｍ
低
か
っ
た

こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る
た
め
、
現
在
の
埋
め
立
て
地
を
除
い
た
須
磨
か
ら
和
田
岬
に

か
け
て
の
明
治
時
代
初
め
こ
ろ
の
海
岸
線
が
す
で
に
三
千
年
か
ら
二
千
数
百
年
前
こ

ろ
に
は
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
あ
と
は
湊
川
が
運
ん
だ
砂
礫
が

ど
の
よ
う
に
海
浜
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

　
２　

地
形
・
地
質
学
か
ら
み
た
流
路
の
検
討

図４　和田岬地域の砂嘴と潟の堆積物の分布（増田富士雄他註16文献所収図に加算、一部色調改変）
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（
２
）
新
湊
川
流
域
変
遷
史
編
集
委
員
会
で
の
検
討

 

兵
庫
県
神
戸
県
民
局
（
現
神
戸
県
民
セ
ン
タ
ー
）
が
新
湊
川
整
備
に
合
わ
せ
て
開

催
し
た
新
湊
川
流
域
変
遷
史
編
集
委
員
会
で
は
、
専
門
家
が
集
い
「
古
湊
川
の
謎
」

と
し
て
流
路
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る

　（18）
。
こ
の
記
録
に
よ
る
と
、
応
用
地
質
学

の
末
廣
匡
基
氏
は
、
地
盤
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
デ
ー
タ
の
分
析
か
ら
、
旧
湊
川
の
下
層

に
は
厚
さ
一
〇
ｍ
の
貝
殻
混
じ
り
の
礫
質
層
が
連
続
し
て
お
り
、
旧
湊
川
そ
の
も
の

の
堆
積
層
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
古
湊
川
は
固
定
さ
れ
た
流
路
と
は

考
え
づ
ら
く
、
決
ま
っ
た
流
路
は
も
た
ず
荒
れ
放
題
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

 

ま
た
土
木
工
学
の
佐
俣
千
載
氏
は
、
五
〇
〇
〇
か
ら
四
〇
〇
〇
年
前
こ
ろ
か
ら
和

田
岬
や
古
湊
川
の
堆
積
が
始
ま
り
、
旧
湊
川
に
流
れ
が
変
わ
っ
た
の
は
湊
川
崎
の
堆

積
土
量
か
ら
二
〇
〇
〇
年
以
上
前
で
、
西
側
の
湿
地
帯
を
迂
回
し
て
い
た
と
は
考
え

づ
ら
い
。
古
湊
川
も
旧
湊
川
も
洪
水
が
流
れ
て
い
た
川
で
あ
り
、
常
時
の
水
は
本
線

か
ら
伏
流
し
て
泉
と
な
っ
て
湧
き
出
し
、
数
本
の
小
河
川
の
流
れ
と
な
っ
て
、
河
口

で
は
そ
れ
ぞ
れ
入
江
を
作
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　

地
理
・
地
形
学
の
高
橋
学
氏
は
、
古
湊
川
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
二
万
年
の
氷

河
時
代
か
ら
六
段
階
が
想
定
さ
れ
る
が
、
湊
川
の
合
戦
（
一
の
谷
の
戦
い
か
）
の
こ

ろ
に
は
旧
湊
川
の
位
置
で
あ
り
、
天
井
川
化
し
た
の
も
一
一
世
紀
こ
ろ
と
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
地
形
観
察
に
よ
り
そ
れ
以
前
の
河
道
は
周
辺
で
は
確
認
で
き
な
い
と
し
て

い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
田
辺
眞
人
氏
は
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
は
、
湊
川
と
い
う
名
称
自

体
が
港
に
流
れ
込
ん
で
い
る
川
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
三
川
口
な
ど

の
地
名
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
古
湊
川
が
大
輪
田
泊
に
流
れ
込
ん
で
い
た
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
幾
筋
も
の
川
筋
が
、
大
雨
で
も
降
ら
な
い
限
り
流
れ
な
い
川
で
、

図５　兵庫付近の地形分析図（地理院地図をもとに作成）
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し
か
も
河
口
が
扇
状
地
と
三
角
州
が
入
り
混
じ
っ
た
よ
う
な
川
を
湊
川
と
名
付
け
る

も
の
だ
ろ
う
か
と
疑
義
を
も
た
れ
た
。

　

し
か
し
地
質
学
の
竹
村
恵
二
氏
は
、
古
湊
川
の
存
在
は
ほ
と
ん
ど
考
え
な
く
て
よ

い
の
で
は
な
い
か
、
扇
状
地
の
河
川
に
対
し
て
河
床
固
定
す
る
以
前
に
は
川
の
流
れ

は
な
い
と
し
、
三
角
州
帯
（
扇
状
地
の
末
端
）
の
一
番
北
側
か
ら
湧
水
が
川
と
し
て

流
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
地
盤
工
学
の
沖
村
孝
氏
は
、
湊
川
は
常
時
水
を
流
す
川
で
は
な
く
、
扇
状
地

末
端
か
ら
の
湧
水
あ
る
い
は
伏
流
水
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
氾
濫
原
、
あ
る
い
は

湖
岸
湿
地
に
な
る
よ
う
な
と
こ
ろ
を
水
が
流
れ
て
お
り
、
旧
湊
川
は
天
井
川
で
あ
り
、

天
井
川
が
で
き
あ
が
る
過
程
に
お
い
て
は
ど
こ
か
で
河
床
固
定
が
行
わ
れ
な
い
限
り

こ
こ
ま
で
発
達
し
な
い
と
結
論
付
け
て
い
る
。

（
３
）
地
形
図
か
ら
の
分
析

　

図
４
は
地
理
院
地
図
を
も
と
に
筆
者
が
作
成
し
た
標
高
色
分
け
図
で
あ
る
。
須
磨

か
ら
和
田
岬
に
か
け
て
は
砂
洲
が
発
達
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
増
田
氏
の
指
摘
す
る

縄
文
時
代
に
砂
嘴
が
形
成
さ
れ
た
の
ち
の
海
退
期
に
形
成
さ
れ
た
砂
嘴
で
、
海
退
の

ピ
ー
ク
は
縄
文
時
代
晩
期
か
ら
弥
生
時
代
前
期
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
砂
礫
の

供
給
源
は
明
石
海
峡
方
面
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
か
ら
明

治
初
期
ま
で
の
海
岸
線
に
は
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
で
旧
湊
川
か
ら
和
田
岬
に
か
け
て
の
海
岸
に
も
長
大
な
砂
洲
が
形
成
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
湊
川
を
砂
礫
の
供
給
源
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
前
期
か

ら
残
る
絵
図
か
ら
見
る
と
江
戸
時
代
を
通
じ
て
浜
の
海
岸
線
が
海
側
に
拡
が
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
も
湊
川
か
ら
の
絶
え
間
な
い
砂
礫
の
供
給
が
原
因
で
あ

る
。
ま
た
、
良
く
観
察
す
る
と
、
こ
の
砂
堆
列
は
背
後
に
も
も
う
一
列
が
観
察
で
き
、

そ
の
間
に
は
提
間
低
地
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
が
船
入
江
を
形
成
し
て
い
る
。
こ

れ
は
海
退
期
の
名
残
で
あ
る
が
、
外
列
砂
堆
の
背
後
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
佐
比
江
や

須
佐
の
入
江
が
あ
る
が
、
船
入
江
は
河
川
の
河
口
と
は
関
係
し
て
い
な
い
も
の
で
あ

る
。

　

近
年
の
研
究
で
は
、
中
世
以
前
の
大
輪
田
泊
は
須
佐
の
入
江
だ
っ
た
と
の
説
が
有

力
に
な
っ
て
い
る
が

　（19）
、
平
清
盛
の
整
備
し
た
大
輪
田
泊
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
は

別
に
整
備
し
た
も
の
で
、
鎌
倉
時
代
以
降
続
く
船
入
江
が
そ
れ
で
あ
っ
た
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。

　

古
湊
川
の
推
定
流
路
だ
が
、
こ
れ
ま
で
通
説
と
な
っ
て
い
る
上
沢
〜
下
沢
〜
永
沢

ま
で
は
流
路
と
し
て
の
可
能
性
が
な
く
は
な
い
。
し
か
し
三
河
口
〜
柳
原
に
つ
い
て

は
土
地
が
高
く
な
っ
て
お
り
、
こ
ち
ら
に
川
筋
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
本

町
付
近
の
高
ま
り
に
つ
い
て
も
縄
文
海
退
期
の
砂
嘴
の
先
端
部
の
可
能
性
が
高
く
、

図６　元禄期の絵図に見える流路（神戸市立博物館
　　　寄託「摂州八部郡福原庄兵庫津絵図」部分）
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３　

結
論

す
で
に
七
宮
町
〜
和
田
岬
に
か
け
て
は
弥
生
前
期
以
降
に
形
成
さ
れ
た
砂
洲
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
流
路
と
し
て
は
川
池
（
松
本
通
一
丁
目
）
〜
湊
町
〜
佐
比
江

町
に
続
く
低
地
が
想
定
で
き
る
。
こ
の
流
路
は
図
６
な
ど
江
戸
期
を
通
じ
て
絵
図
に

描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
存
在
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
流
路
が
湊
川
の
本

流
か
と
い
え
ば
そ
う
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
も
湊
川
の
本
流
は
旧
湊
川
で

あ
る
こ
と
は
土
砂
の
堆
積
量
か
ら
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、
な
ぜ
天
井
川
化
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
周
辺
の
開
発
が

進
ん
で
く
る
と
、
河
道
を
固
定
化
し
て
堤
防
を
強
化
し
、
洪
水
を
防
ぐ
必
要
が
生
じ

て
く
る
。
時
代
背
景
を
考
慮
す
る
と
、
七
世
紀
末
の
律
令
制
の
開
始
期
に
古
代
山
陽

道
が
敷
設
さ
れ
、
そ
の
基
準
線
に
合
わ
せ
て
条
里
地
割
が
施
工
さ
れ
て
お
り
、
旧
湊

川
の
両
岸
で
明
瞭
に
地
割
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
旧
湊
川
の
流
路

自
体
は
遅
く
と
も
奈
良
時
代
に
は
固
定
化
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ

の
本
流
と
は
別
に
扇
状
地
地
形
の
脇
や
末
端
か
ら
流
れ
出
し
た
地
下
水
が
川
筋
と
な

っ
て
流
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
ち
ら
を
古
湊
川
の
本
流
と
考
え
る
な
ら
ば
、
大

量
の
土
砂
が
供
給
さ
れ
低
地
と
は
な
り
え
な
い
。

　

こ
の
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
、
福
原
京
に
関
連
し
た
中
山
忠
親
の
山
槐
記
が
あ

る
。
治
承
四
年
八
月
一
三
日
の
記
事
に
よ
る
と
、
輪
田
原
周
辺
を
巡
覧
し
小
松
原
か

ら
泊
に
向
か
い
高
瀬
舟
に
乗
船
し
て
着
い
た
と
こ
ろ
で
堤
の
上
に
登
り
、
南
の
海
方

面
の
大
輪
田
泊
を
眺
め
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る

　（20）
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
大
輪
田
泊
か

ら
は
高
瀬
舟
で
福
原
方
面
に
向
か
っ
た
こ
と
、
堤
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ

ら
く
水
路
を
使
っ
て
高
瀬
舟
で
福
原
方
面
に
向
か
っ
た
こ
と
や
、
旧
湊
川
が
堤
を
持

ち
天
井
川
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
水
路
は
、
天
井
川
化
し

水
の
な
い
旧
湊
川
に
対
し
て
、
勾
配
も
ゆ
る
く
水
量
も
そ
こ
そ
こ
あ
っ
て
高
瀬
舟
で

上
る
に
は
十
分
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

律
令
時
代
か
ら
物
資
を
運
搬
す
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
水
路
を
運
河
状
に
改
修
す

る
こ
と
は
一
般
的
で
あ
っ
た
し
、
貴
族
邸
宅
の
京
か
ら
福
原
京
へ
の
移
転
に
際
し
て

も
建
築
や
瓦
を
大
量
に
運
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
水
の
ほ
と
ん
ど
な
い
旧
湊
川
本
流

で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
水
路
が
福
原
の
居
館
群
と
大
輪
田
泊
と
を
結
ぶ
重
要
な
物
流

水
路
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

扇
状
地
地
形
で
は
堆
積
土
砂
は
扇
形
、
放
射
状
に
堆
積
す
る
。
ま
た
通
常
は
ほ
と

ん
ど
水
の
流
れ
な
い
本
流
路
だ
け
で
は
な
く
、
地
下
水
は
土
砂
と
は
別
に
末
端
か
ら

染
み
出
し
あ
ち
こ
ち
に
流
路
を
つ
く
る
。
旧
湊
川
は
、
東
山
町
付
近
の
断
層
を
境
に

三
角
州
帯
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
縄
文
海
進
後
の
海
退
に
伴
う
地
形
形
成

と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
弥
生
時
代
以
降
に
は
ゆ
る
や
か
な
扇
状
地
地
形
を
形
成
し
て

い
る
。
さ
ら
に
中
世
初
頭
ま
で
に
天
井
川
化
し
た
本
流
と
は
別
に
幾
筋
も
の
川
筋
が

あ
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
天
井
川
化
し
た
本
流
と
は
別
に
、
川

池
を
起
点
と
し
た
上
沢
、
下
沢
、
永
沢
の
地
名
に
残
る
古
湊
川
と
さ
れ
て
い
る
川
筋

は
、
土
砂
を
あ
ま
り
運
ば
な
い
が
水
量
は
多
い
支
流
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
推
定
さ
れ
て
い
る
古
湊
川
は
旧
湊
川

の
支
流
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
い
。
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九
六

（14）　

落
合
重
信 

註
8
文
献

（15）　

中
山
久
憲
「
み
な
と
神
戸
の
発
展
の
歴
史
的
背
景
と
今
後
の
課
題
〜
市
民
工
学
的

視
点
か
ら
の
試
論
と
し
て
〜
」『
現
代
社
会
研
究
』
第
五
号 

二
〇
一
九　

神
戸
学
院

大
学
現
代
社
会
学
会

（16）　

増
田
富
士
雄
、
佐
藤
喜
英
、
櫻
井
皆
生
、
伊
藤
有
加
「
神
戸
市
古
川
町
遺
跡
に
み

ら
れ
る
砂
礫
浜
海
岸
の
堆
積
物
と
そ
の
古
地
形
上
の
位
置
」『
古
川
町
遺
跡
第
二
次
発

掘
調
査
報
告
書
』
二
〇
一
四 

神
戸
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課

（17）　

増
田
富
士
雄
、
廣
木
義
久
「
神
戸
市
兵
庫
津
遺
跡
で
み
ら
れ
る
砂
嘴
堆
積
層
」

『
兵
庫
津
遺
跡
第
六
二
次
発
掘
調
査
報
告
書
』
二
〇
一
七 

神
戸
市
教
育
委
員
会
文
化

財
課

（18）　
「
古
湊
川
の
謎
」『
歴
史
が
語
る
湊
川-

新
湊
川
流
域
変
遷
史-

』
二
〇
〇
二　

新
湊

川
流
域
史
編
集
委
員
会

（19）　

大
村
拓
生
「
大
輪
田
・
福
原
と
兵
庫
津
」『
兵
庫
津
の
総
合
的
研
究-

兵
庫
津
研
究

の
最
新
成
果-

』
二
〇
〇
八　

大
手
前
大
学
史
学
研
究
所

（20）　

中
山
忠
親
『
山
槐
記
』
治
承
四
年
八
月
一
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
兵
庫
県
企
画
部
地
域
振
興
課
歴
史
資
源
活
用
専
門
官
）
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