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が
で
き
る
個
所
は
少
な
い
。
高
崎
干
拓
堤
防
の

う
ち
第
一
号
だ
け
が
建
設
当
初
の
姿
を
保
っ
て

い
る
が
、こ
こ
も
老
朽
化
の
た
め
コ
ン
ク
リ
ー
ト

堤
防
へ
の
改
修
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
選
奨
土
木
遺
産
に
選
定
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
湾
の
対
岸
に
そ
び
え
る
児
島
半
島
の
山

並
み
を
背
景
に
堤
防
が
延
々
と
続
く
、児
島
湾

干
拓
地
ら
し
い
独
特
の
景
観
を
守
る
た
め
、
干

拓
地
側
の
み
表
面
に
既
存
の
石
を
再
利
用
し
て

積
む
こ
と
に
な
っ
た
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
堤
防
は

な
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
災
害
に
対
す
る
安
全

性
が
高
ま
る
と
と
も
に
百
年
に
わ
た
っ
て
慣
れ

親
し
ん
だ
風
景
が
守
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

選
奨
土
木
遺
産
を

契
機
に
し
て

二
〇
〇
六（
平
成
十
八
）年
度
の
選
奨
土
木

遺
産
に
高
崎
干
拓
堤
防
の
ほ
か
、
明
治
期
の
樋

門
六
基
が
一
連
の
干
拓
シ
ス
テ
ム
と
し
て
認
定

さ
れ
た
。
煉
瓦
と
石
で
構
成
さ
れ
る
同
干
拓
地

最
大
の
丙
川
三
連
樋
門
、
通
船
機
能
も
有
し
て

い
た
二
連
の
奉
還
樋
門
、
岡
山
特
産
の
花
崗
岩

を
多
用
し
た
近
代
和
風
ス
タ
イ
ル
の
大
曲
第
一

〜
三
樋
門
と（
旧
）片
崎
樋
門
で
あ
る
。

近
世
以
前
か
ら
戦
後
に
至
る
ま
で
脈
々
と
干

拓
が
進
め
ら
れ
て
き
た
児
島
湾
干
拓
地
に
は
、

今
回
の
選
奨
土
木
遺
産
以
外
に
も
江
戸
期
に
つ

く
ら
れ
た
巨
石
樋
門
を
は
じ
め
数
多
く
の
農
業

土
木
遺
構
が
現
存
し
て
い
る
。
し
か
し
、
残
念

な
こ
と
に
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は

何
一
つ
な
い（
片
崎
樋
門
が
旧
・
灘
崎
町
の
文

化
財
で
あ
っ
た
が
、
岡
山
市
に
吸
収
合
併
さ
れ

た
た
め
、指
定
が
解
除
さ
れ
た
）。
近
年
、
選
奨

土
木
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
後
、
国
の
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
る
事
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
桜
が
植
え
ら
れ
た
高
崎
干
拓
堤
防（
第

二
号
）は「
桜
堤
」と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
地
域
住
民
を
対
象
に
干
拓
の
歴
史
に
関

す
る
勉
強
会
が
開
催
さ
れ
、
土
木
遺
産
を
保

存
・
活
用
す
る
機
運
も
高
ま
っ
て
い
る
。
国
指
定

文
化
財
の
お
墨
付
き
を
も
ら
い
、
児
島
湾
干
拓

施
設
群
を
後
世
ま
で
大
切
に
守
り
続
け
て
も
ら

い
た
い
。
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闇
に
葬
ら
れ
た

服
部
長
七
の
活
躍

藤
田
組
に
よ
る
明
治
期
の
児
島
湾
干
拓（
第

一
区
・
第
二
区
）は
、
ム
ル
デ
ル
の
計
画
に
基
づ

き
西
洋
技
術
を
導
入
し
た
世
紀
の
大
事
業
と
し

て
、つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
干

拓
事
業
に
服
部
長
七
が
関
与
し
て
い
た
事
実
は

こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
服

部
長
七
と
い
え
ば
、
四
日
市
港
の
潮
吹
き
防
波

堤
に
代
表
さ
れ
る
、〝
た
た
き
〞
を
用
い
た
人

造
石
工
法
の
考
案
者
で
あ
る
。

児
島
湾
干
拓
は
超
軟
弱
地
盤
に
堤
防
を
築
く

と
い
う
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
工
事
で
あ
っ
た
。

技
術
顧
問
の
笠
井
愛
次
郎
は
、
土
堤
で
干
拓
堤

防
を
築
こ
う
と
し
た
が
、
土
を
六
、
七
割
の
高

さ
ま
で
盛
っ
た
時
点
で
、
瞬
く
間
に
跡
形
も
な

く
海
中
に
の
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
い
く
ら

関
西
財
閥
の
藤
田
組
と
は
い
え
、
多
額
の
資
金

を
海
に
捨
て
る
よ
う
な
ま
ね
は
許
さ
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
藤
田
伝
三
郎
は
農

商
務
大
輔
、
内
務
大
臣
を
歴
任
し
た
品
川
弥
二

郎
に
相
談
し
て
、
服
部
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
。

品
川
は
服
部
の
技
術
力
と
人
柄
を
見
込
ん
で
い

た
パ
ト
ロ
ン
的
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
地
盤
の
改
良
工
事
を
行
っ
た
う
え

で
、
服
部
の
人
造
石
工
法
を
採
用
し
た
が
、
児

島
湾
干
拓
に
関
す
る
各
種
の
報
告
書
に
は
、
服

部
長
七
の
名
前
は
お
ろ
か
、
人
造
石
と
い
う
言

葉
す
ら
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
す
べ
て

が
笠
井
の
功
績
に
よ
る
も
の
の
よ
う
な
表
現
が

な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
執
筆
者
が
笠
井
の
関
係

者
で
あ
っ
た
た
め
、
意
図
的
に
服
部
の
名
を
出

さ
な
い
よ
う
に
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
学

歴
も
な
い
、
職
人
あ
が
り
の「
工
事
請
負
人
」に

対
す
る
大
学
出
の
技
術
者
の
意
地
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
唯
一
、
明
治
三
十
二
年
一
月

に
藤
田
が
品
川
へ
宛
て
た
礼
状
に
服
部
の
名
前

が
記
さ
れ
て
い
る
。

干
拓
地
の
景
観
を

守
る
た
め
に

困
難
の
末
に
築
か
れ
た
干
拓
堤
防
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
後
、
前
面
の
児
島
湾
が
さ
ら
に
干
拓

さ
れ
た
り
、
堤
防
に
沿
っ
て
国
道
三
○
号
線
が

建
設
さ
れ
た
た
め
、
往
時
の
姿
を
し
の
ぶ
こ
と

樋
口
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久
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x大曲第二樋門　c丙川三連樋門　v「桜堤」と呼ばれている高崎干拓堤防（第 2 号）


