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海
洋
・
海
岸
の
歴
史
地
理

序

海
洋
・
海
岸
と
い
う
言
葉
は
、
陸
地
・
内
陸
と
い
う
概
念
と
対
照
的
な
響
を
持
っ
て
い
る
o

わ
れ
わ
れ
が
先
祖
代
々
住
み
つ
い
て

き
た
の
は
、

工
場
や
交
通
路
な
ど
、

ま
さ
し
く
こ
の
大
地
で
あ
り
、
人
間
の
造
り
出
し
た
都
市
や
村
落
、
耕
地
や
牧
場
、

お
よ
そ
形

の
あ
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
陸
地
の
表
面
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
陸
地
を
取
り
巻
く
海
洋
は
、
証
洋
と
果
て
し
な

く
拡
が
る
水
の
連
続
で
、
人
間
の
創
造
物
と
は
な
ん
の
か
か
わ
り
も
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

事
実
、

か
つ
て
は
海
岸
は
「
文
化
の
果
て
る
と
こ
ろ
」
で
あ
っ
た
。
人
間
の
活
動
領
域
は
、
内
陸
か
ら
海
岸
ま
で
拡
が
っ
て
き
て

も
、
そ
こ
で
尽
き
る
と
考
え
ら
れ
た
。
た
だ
、

い
く
つ
か
の
限
ら
れ
た
海
洋
民
族
の
み
が
、
こ
こ
を
越
え
て
海
上
へ
進
出
し
、
漁
業

に
、
交
易
に
、

ま
た
新
居
住
地
の
獲
得
に
つ
と
め
た
の
で
あ
る
。
十
五
世
紀
に
始
ま
る
大
航
海
時
代
は
、
人
間
と
海
洋
と
の
関
係
に

革
命
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
か
つ
て
陸
と
陸
と
を
隔
て
た
海
は
、

い
ま
や
陸
と
陸
と
を
結
ぶ
終
に
な
っ
た
。
世
界
各
地
の
聞
の

貿
易
や
交
通
、
文
化
や
民
族
の
交
流
、
政
治
力
の
作
用
と
反
作
用
、
そ
れ
ら
は
海
洋
を
通
し
て
年
ご
と
に
強
く
盛
ん
に
な
っ
て
い

く
。
そ
こ
に
、
多
方
面
に
わ
た
る
歴
史
地
理
の
課
題
が
あ
る
o

と
り
わ
け
国
土
の
四
面
に
海
を
め
ぐ
ら
し
た
わ
が
国
に
お
い
て
は
、

海
洋
の
地
理
的
な
研
究
が
も
っ
と
積
極
的
で
あ
っ
て
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
海
が
重
要
な
研
究
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
海
洋
と
陸
地
と
を
、
あ
れ
か
こ
れ
か
と
い
う
二
者
択
一
的
な
形
で
問
題
に

す
る
こ
と
は
、
歴
史
地
理
的
に
適
切
な
姿
勢
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
両
者
は
一
見
す
る
と
全
く
別
箇
な
自
然
環
境
の
よ
う
で
あ
る
o

し
か
し
、
海
洋
の
側
に
は
、
大
陸
棚
の
海
底
地
形
や
沿
岸
漁
場
の
よ
う
に
、
直
接
陸
地
の
作
用
を
受
け
つ
つ
形
成
さ
れ
る
も
の
が
あ
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九七年四郎月平山口

けt海折る洋や海岸研究塁民すやとよて恒治tなしるてまよ乙っうっこ。)之、

栴洋「海岸歴史地理L 霊本地理学広教刀のし凡れ方のし分野ヵj判喜イにるとタよさらととうトっ亡比て、〆ミ、、

性手を追要請カtるのであ」とるるさl 。ミ
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上場そ切論難ムにの海の分式ルを離てしh治でる明あろじとロしりうまミ? 。、ミ

動睦治海ずや陸戻人空軌跡霊地理取寺し武てhb出て式必に間常みの間的な的にまのをらもるりっまc ここ。、、
位す側括へそ田喜動せlt;熱的而t以上でカ人ざのなおしてのあて間のまなさるもJるさまと向wしくまz c 乙と。、ミa 警体jや放常人二方へにh睦方線ヵあしh河出力あしtSて与は海のののに自るよるよときときりこっiままE こlt : 、、l 

方陣地量植砲書下置オそそ他でhや生。壁諸条件し佼カのカあのののUてよるもるももりうま乙〉も〉、ミミ

品、




