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立
ち
枯
れ
し
た
無
数
の
ト
ド
マ
ツ
が
白
い
木
肌
を
剝
き

出
し
に
林
立
し
、
根
も
と
に
は
太
い
幹
が
よ
じ
れ
る
よ
う

に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
風
景
が
一
面
に
広
が
っ
て

い
る
の
が
私
の
記
憶
に
あ
る
ト
ド
ワ
ラ
だ
っ
た
。
い
ま
、

そ
こ
は
明
る
い
干
潟
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。

　

昔
、
野
付
半
島
に
は
ト
ド
マ
ツ
や
ア
カ
エ
ゾ
マ
ツ
、
ミ

ズ
ナ
ラ
な
ど
の
豊
か
な
森
林
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
地
殻

変
動
に
よ
る
急
激
な
地
盤
沈
下
は
年
１
・
５
セ
ン
チ
に
も

及
び
、過
去
90
年
間
で
１
３
３
セ
ン
チ
も
沈
降
し
て
い
る
。

豊
か
な
森
も
海
水
が
根
を
洗
い
、
塩
害
で
立
ち
枯
れ
し
た

特
異
な
ト
ド
ワ
ラ
の
奇
景
を
つ
く
っ
た
。
現
在
は
少
し
西

側
に
あ
る
ミ
ズ
ナ
ラ
の
森
に
立
ち
枯
れ
の
「
ナ
ラ
ワ
ラ
」

を
望
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

野
付
半
島
は
北
海
道
の
東
、
知
床
半
島
と
根
室
半
島
の

間
に
延
び
る
全
長
26
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
日
本
最
大
の

砂さ

嘴し

で
あ
る
。
半
島
の
付
け
根
あ
た
り
は
根
室
管
内
標
津

町
だ
が
、
そ
の
先
の
大
半
は
同
管
内
別
海
町
の
行
政
区
域

に
な
る
。
砂
嘴
に
囲
ま
れ
た
野
付
湾
内
に
は
干
潟
や
ア
マ

モ
場
が
分
布
し
、
多
様
な
甲
殻
類
や
貝
類
が
棲
息
す
る
。

オ
オ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
や
コ
ク
ガ
ン
な
ど
渡
り
鳥
の
飛
来
が
多

く
、冬
に
は
オ
オ
ワ
シ
や
オ
ジ
ロ
ワ
シ
も
集
ま
っ
て
く
る
。

こ
こ
は
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
の
登
録
湿
地
で
も
あ
る
。

　

野
付
湾
の
内
陸
側
に
野
付
漁
協
が
拠
点
に
す
る
尾お
だ
い
と
う

岱
沼

漁
港
が
あ
る
。
初
夏
と
秋
に
行
わ
れ
る
打う
た

瀬せ

船
の
北
海
シ

マ
エ
ビ
漁
が
、
の
ど
か
な
風
物
詩
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、

ホ
タ
テ
や
サ
ケ
漁
も
盛
ん
だ
。

　

昔
、
野
付
の
先
端
に
「
キ
ラ
ク
」
と
い
わ
れ
る
歓
楽
街

が
あ
り
、
遊
女
も
い
た
、
鍛
冶
屋
も
あ
っ
た
。
き
ら
び
や

か
な
明
か
り
が
尾
岱
沼
か
ら
も
見
渡
せ
た
─
─
と
い
う
言

い
伝
え
が
あ
る
。
そ
れ
を
最
初
に
確
認
し
よ
う
と
し
た
の

が
北
海
道
大
学
探
検
部
ら
し
い
。
１
９
６
３
年
に
、
当
時

は
発
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
野
付
通
行
屋
跡
遺
跡
の
周
辺

で
敷
石
を
確
認
。
皿
の
破
片
や
土
瓶
な
ど
を
採
集
し
「
想

像
以
上
の
大
集
落
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
記
録

を
残
し
て
い
る
。

　

江
戸
幕
府
が
１
７
９
９
年
（
寛
政
11
年
）、
国
後
島
に

渡
る
際
の
舟
の
中
継
地
点
と
し
て
半
島
の
先
端
の
野
付
湾

側
に
通
行
屋
を
開
設
し
、
武
士
や
ア
イ
ヌ
民
族
が
詰
め
て

い
た
。
行
政
機

能
に
加
え
、
舟

の
風
待
ち
を
す

る
た
め
の
宿
や
、

蔵
、
炊
き
出
し

場
な
ど
が
あ
っ

た
と
い
う
。
ア

イ
ヌ
語
通
訳
と

し
て
活
躍
し
た

加
賀
伝
蔵
（
１

８
０
４
～
74
年
）

が
支
配
人
を
務

め
、
そ
の
詳
細

な
記
録
を
、
加

賀
家
文も
ん
じ
ょ書
と
し

て
残
し
て
い
た
。

そ
の
文
書
が
別
海
町
に
提
供
さ
れ
、
町
は
「
加
賀
家
文
書

館
」
を
つ
く
り
、文
書
の
解
読
と
研
究
に
あ
た
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
、
半
島
の
先
端
の
野
付
湾
側
に
、

通
行
屋
や
蔵
な
ど
が
あ
り
、
外
海
側
に
番
屋
な
ど
が
60
軒

ほ
ど
立
ち
並
ん
で
繁
栄
し
て
い
た
と
い
う
。

　

２
０
０
３
年
か
ら
05
年
に
か
け
て
別
海
町
に
よ
る
発
掘

調
査
が
行
わ
れ
、
建
物
２
棟
と
貝
塚
を
発
見
し
、
金
属
製

品
や
木
製
品
な
ど
１
４
０
０
０
点
が
出
土
し
て
い
る
。
未

調
査
部
分
に
は
畑
と
見
ら
れ
る
細
い
畝う
ね

跡
も
あ
り
、
文
献

に
よ
る
と
、
大
麦
や
大
根
、
ニ
ン
ジ
ン
な
ど
を
栽
培
し
て

い
た
ら
し
い
。
土
葬
の
跡
と
見
ら
れ
る
く
ぼ
み
75
カ
所
と

４
つ
の
墓
石
も
確
認
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
ロ
シ
ア
の
南

下
政
策
に
備
え
、
会
津
藩
の
陣
屋
も
置
か
れ
て
い
た
が
、

戊ぼ
し
ん辰
戦
争
が
始
ま
る
と
会
津
藩
士
は
引
き
揚
げ
、
間
も
な

根室管内別海町・野付半島
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く
集
落
は
姿
を
消
し
た
の
だ
と
い
う
。

　
「
現
在
、
通
行
屋
跡
か
ら
海
岸
線
ま
で
は
わ
ず
か
20
～

30
メ
ー
ト
ル
だ
が
、
10
年
ほ
ど
前
は
80
メ
ー
ト
ル
近
く
離

れ
て
い
た
。
通
行
屋
跡
か
ら
５
０
０
～
６
０
０
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
先
に
あ
る
番
屋
跡
も
普
段
は
海
に
沈
み
、
干
潮
時
に

だ
け
現
れ
る
。
建
築
物
や
土
塁
な
ど
の
痕
跡
は
残
っ
て
お

ら
ず
、波
打
ち
際
に
食
器
の
か
け
ら
が
散
ら
ば
る
だ
け
だ
」

と
「
北
海
道
新
聞
朝
刊
（
釧
路
・
根
室
版
）」（
２
０
１
６

年
５
月
30
日
付
）
が
最
近
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
。

　

花
街
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
通
行

屋
跡
な
ど
の
遺
跡
は
地
盤
沈
下
と
と
も
に
消
え
ゆ
く
運
命

に
あ
る
。
こ
の
集
落
に
ど
ん
な
暮
ら
し
が
あ
り
、
ど
ん
な

人
生
が
あ
っ
た
の
か
、「
キ
ラ
ク
伝
説
」
は
野
付
の
旅
を

魅
力
的
な
空
想
で
膨
ら
ま
せ
て
く
れ
た
。

150年前からトドマツやアカエゾマツの森林があったが、地盤沈下による塩害で立ち枯れし、いまでは平坦な湿地や
干潟になってしまった野付半島の先端部分。トドワラの面積もわずかになってしまった

「ナラワラ」は立ち枯れするミズナラの森。隣接する
オンニクルの森には擦文時代（６～13世紀）の竪穴
住居跡が１００カ所あまり見つかっている


