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ほ

し

が

さ

本
邦
国
有
の
黒
錬
々
床
の
代
表
者
た
る
小
坂
楯
山
の
成
因
に
就
で
は
､
従
衆
多
-
の
祷
諭
を
問
い
た
が
,
草
れ
等

の
議
論
の
根
砥
ど
な
る
べ
き
糠
床
そ
の
も
の
の
地
質
構
造
や
.
そ
の
鱗
石
の
構
造
等
に
裁
て
は
そ
れ
程
精
し
-
記
載

せ
ら
れ
て
属
ぬ
や
う
で
あ
る
か
ら
.
今
夏
旬
日
間
の
余
の
観
察
の
結
果
を
ま
だ
め
.
之
霊

.･gJi
に
公
に
す
る
の
も
或

は
何
か
の
療
考
に
な
ら
-
か
ざ
思
ひ
.
概
報
ビ
し
て
之
を
掲
げ
る
の
で
あ
る
0

尤
も
.
僅
か
に
十
日
程
の
観
察
故
p
そ
の
結
果
に
は
杜
撰
の
所
も
多

い
か
も
知
ら
ぬ
が
p
そ
れ
を
畠
ら
承
知
の
上

で
諸
君
の
御
叱
正
を
乞
ふ
の
で
あ
る
｡
調
査
中
は
将
に
同
楯
山
の
久
保
村
･
語
井
両
軍
士
の
憩
麓
な
る
助
カ
ビ
,
大

橋
艮

!
教
授
が
作
ら
れ
た
と
い
ふ
地
質
園
の
常
春
に
負
ふ
朗
が
多
い
｡
こ
れ
は
別
し
て
威
銘
に
耐
え
な
い
0

小
坂
銀
山
地
質
肘
報

望

也
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第
四
番

節

大

鶴

盟

(

二

一

､

小
坂
銀
山
附
近
の
地
形

小
坂
楯
山
は
陸
中
闘
鹿
角
郡
の
北
端
に
近
-
e
奥
羽
中
央
分
水
山
脈
砂
中
軸
近
-
そ
の
西
鶴
に
任
し
て
ゐ
る
.
此

附
近
に
於
け
る
同
山
脈
の
由

形
は
板
め
て
醇
別
で
あ
っ
て
p
宛
も
竹
の
樋
を
伏
せ
た
や
-
に
p
撃
落
状
を
な
し
て
膨

れ
上
ら
.
N
の
頂
上
部
は
峨
々
た
る
分
水
嶺
を
な
さ
ず
､
却
っ
て
卒
洩
な
る
基
地
状
を
な
し
.
時
に
は
そ
こ
に
沼
葦

を
さ
へ
造
っ
て
ゐ
る
｡
帝
に
小
坂
の
束
北
方
で
は
此
窄
蔭
状
山
頂
の

…
部
が
金
盟
を
伏
せ
た
や
-
に
図
-
緩
慢
に
膨

れ
上
rQ
P
そ
の
頂
上
の
寧
な
部
分
の
泉
中
が
p
急
に
階
渡
し
て
十
和
肘
湖
ど
な
っ
て
ゐ
る
.

此
膨
ら
み
は
そ
の
中
心

を
速
さ
か
る
に
従
っ
て
却
っ
て
傾
斜
が
急
に
な
･C1.
且
つ
多
-
の
谷
に
刻
ま
れ
.
放
射
状
の
組
を
以
て
縁
ど
つ
た
や

-
に
な
っ
て
ゐ
る
.
此
膨
ら
み
を
慨
に
十
和
田
山
塊
だ
い
は
ふ
.

小
坂
錬
山
は
此
膨
ら
み
の
連
練
に
近
-
､
そ
の
間
南
方
に
附
着
し
た
組
の
先
端
に
位
し
て
ゐ
る
数
個
の
小
峯
か
ら

.
或
る

7
小
山
鬼
の

叫
部
に
任
し
P
之
を
偶
に
小
坂
小
山
塊
ビ
い
は
ふ
｡
此
小
山
塊
は
兼
'
南
'
西
北
の
三
方
両
を
極

め
て
よ
-
験
達
し
吾
平
嬰
魚
地
で
固
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
'

7
見
此
毒
地
上
に
突
出
し
た
竿
島
状
を
な
し
.
し
か
も
仔

細
に
観
察
す
れ
ば
そ
の
東
北
側
十
和
田
山
塊
に
速
t･6
る
部
分
も
.
前
記
の
基
地
の

一
部
に
よ
っ
て
そ
の
両
側
か
ら
握

ら
れ
て
ゐ
る
の
で
､
金
魚

山
つ
の
島
唄
ど
な
っ
て
基
地
の
上
に
在
る
こ
だ
が
知
ら
れ
る
0
此
関
係
は
陸
地
測
最
部
五

甫
舟
の

TL

の
地
形
圃
十
和
田
圃
幅
で
-
明
か
で
あ
る
が
p
鈴

一
因
の
や
-
な
毛
羽
式
地
形
図
に
於
で
東
に
7
膚
明
瞭



で
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ケ

マ

十

イ

前
記
の
基
地
は
十
和
田
山
塊
の
西
南
部
を
囲
ん
で
極
め
て
麟
-
衛
達
し
毛

馬

内

盆

地
の
北
部
大
牢
を
被
覆
す
る
も

小
坂
鉄
山
地
質
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望
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地

球

･

解
四
谷

鰐
六
幼

害

四

の
で
p
十
和
田
山
塊
に
按
す
る
速
で
は
海
抜
四
百
米
に
蓮
す
る
が
p
之
を
遠
ざ

か
る
に
従
っ
て
二
雷
光
以
下
ま
で
下

り
･
そ
の
大
部
分
は
未
だ
河
旅
の
浸
蝕
を
免
れ
､
坦
々
た
る
表
面
を
有
し
て
ゐ
る
｡
そ
の
賓
贋
は
ま
だ
し
て
搾
石
の

厚
膚
で
あ
る
が
p
往
々
天
然
木
毅
を
爽
み
p
蓋
底
或
は
そ
の
中
問
に
規
則
正
し
-
戚
厨
し
た
る
襖
厨
を
介
在
し
.
搾

石
の
厨
に
は
償
暦
或
は
急
激
な
る
栗
城
を
兇
な
い
か
ら
P
轡

b
-
は
内
海
或
は
潮
水
の
底
で
静
に
堆
帯
し
た
も
の
で

あ
ら
う
0

小
坂
地
塊
の
各
小
峯
は
海
抜
四
百
乃
至
五
官
四
十
米
で
あ
る
が
､
此
基
地
の
表
面
を
挺
-
こ
ビ
最
高
官
四
十
米
に

過
ぎ
な
い
か
ら
.
此
基
地
を
成
す
腎
石
暦
が
贋
い
氷
雨
で
被
ほ
れ
た
常
時
は
二
尚
-
も
大
鯉
此
高
さ
以
下
に
粕
常
す

る
島
ど
な
っ
て
そ
の
上
に
突
出
し
て
ゐ
た
も
の
,ビ
恩
は
れ
p
こ
れ
は
小
坂
の
僚
床
を
考
へ
る
に
'
是
非
ど
も
念
願
に

浮
べ
て
置
き
皮
い
｡

然
る
に
其
後
湖
水
の
洗
出
道
の
低
下
p
或
は
此
遊

1
背
の
上
身
に
よ
る
内
海
の
退
却
に
よ
り
.
此
水
底
堆
積
物
は

地
表
に
晩
霜
し
.
更
に
そ
の
上
を
流
る
～
河
流
の
浸
蝕
作
用
に
よ
っ
て
蔑
多
の
小
峡
谷
に
貫
か
れ
.
今

で
は
数
個
の

段
丘
状
に
分
れ
て
山
地
を
擁
-
.
漸
次
前
記
の
地
形
を
改
膚
し
､
小
坂
錬
山
附
鑑
の
谷
を
遡
る
老
年
に
は
､
之
を
看

破
す
る
二
だ
従
々
に
し
て
困
難
な
ら
し
め
て
ゐ
る
.
然
し
.
多
-
の
場
倉
に
於
て
は
う
そ
れ
等
の
谷
は
甚
だ
著
-
p

断
崖
又
は
座
朋
を
以
で
両
側
を

守
ら
れ
p
そ
の
高
さ
約
七
八
十
米
'
北
部
に
於
で
は
時
に
百
米
を
超
え
て
ゐ
る
.
唯

を
の
地
贋
の
脆
弱
な
弟
め
.
侵
蝕
の
過
程
は
急
足
に
進
み
p
小
坂
川
及
び
そ
の
支
洗
荒
川
､
砂
子
鰐
川
等
で
は
既
に



谷
底
に
平
地
を
見
て
ゐ
る
｡

二
p
小
坂
銀
山
附
近
の
地
質

イ
'
岩
石
の
稽
額
ぎ
そ
の
現
出
状
態

小
坂
館
山
の
最
も
iijな
る
鎗
床
は
､
前
記
の
小
坂
小
山
塊
の
南
東
部
に
任
し
.
石
倉
森
'
普
概
森
p
餓
鉢
ケ
峰
の

三
速
峯
･kJP
之
に
射
し
て
そ
の
束
方
に
あ
る
赤
森
ど
の
問
の
軍
部
を
貫
い
て
南
北
に
妊
び
て
ゐ
る
｡

此
内
前
の
三
小

峯
は
ま
だ
し
て
白
色
陶
器
状
の
石
英
粗
面
岩
か
ら
成
わ
ヽ
藤
森
は
そ
の
南
軍
は
堅
固
な
石
英
安
山
岩
か
ら
､
北
竿
は

iii
ビ
し
て
流
紋
岩
及
び
そ
の
擬
次
倉
か
ら
出
凍
て
ゐ
る
.
此
外
暫
横
森
.
職
鉢
ケ
森
等
の
尭
斜
面
に
は
暦
理
の
明
か

な
火
山
性
角
磯
栗
が
費
達
し
､
石
倉
森
の
南
西
側
に
は
萄
白
色
塊
状
の
厚
い
凝
凝
着
が
見
ら
れ
､
そ
の

7
部
分
は
衣

紋
色
の
安
山
岩
で
破
ほ
れ
て
眉
･C/
何
れ
を
見
て
も
火
山
性
の
岩
石
ば
か
rc,で
あ
る
.
今

便
宜
上
此
等
の
岩
石
に
そ

れ
そ
れ
暇
の
名
を
輿
へ
p
そ
の
現
出
の
状
態
を
先
づ
記
ru
う
.

曹
横
森
石
英
租
腎
石

葦
菰
森
､
石
倉
森
p
餓
鉢
ケ
森
の
山
鯉
を
成
す
白
色
紐
密
の
陶
辞
の
や
-
慧

前
石
で
.
そ

の

叫
部
分
は
北
方
前
山
方
面
か
ら
P
西
方
夜
鷹
森
方
面
に
鱗
が
-
､
黍
に
そ
の
速
麿
だ
思
は
る
～
も
の
は
南
方
造
か

に
平
坦
轟
地
の
下
を
潜
-
.
小
坂
町
衆
南
方
等
に
於
て
基
地
の
南
か
ら
萌
を
出
し
､
孤
立
の
山
ど
な
っ
て
ゐ
る
｡
そ

の
分
布
の
有
様
か
ら
見
て
.
む
し
ろ
此
地
方
に
敷
け
る
基
底
岩
た
る
こ
と
を
忠
は
せ
る
.

小
我
銀
山
地
質
概
報

望

-

五
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四
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節

六

既

望
lt

六

.
膏
龍
森
火
山
角
糟
岩

は
産
ビ
し
て
曹
横
森
及
び
餓
鉢
ケ
森
の
東
側
を
政
ひ
っ
粘
板
岩
そ
の
他
の
種
々
の
造

っ
た

栗
石
の
破
片
を
食
み
p
そ
の
大
小
に
よ
っ
て
規
則
正
し
い
膚
理
を
現
は
し
.
約
三
四
十
度
の
兎

を
以
で
束
方
に
傾
斜

L
P
露
天
掘
北
部
東
側
の
下
底
に
達
し
で
ゐ
る
O
此
栗
石
は
黒
錬
々
床
の
最
も
圭
な
る
母
君
で
あ
っ
て
p

7
部
は
白

色
の
粘
土
に
鼻
じ
p

l
部
は
賓
贋
珪
鰻
だ
花
-
.
そ
の
下
に
あ
る
菩
綾
森
石
英
粗
面
岩
中
の
錬
化
し
た
部
分
だ
ほ
そ

の
頃
界
が
徒
々
頗
る
不
明
で
あ
る
O

赤
森
流
紋
岩
及
び
骨
の
凝
衣
潜

ま
ビ
し
て
赤
森
の
北
軍
部
を
構
成
し
て
ゐ
る
岩
石
で
'
白
色
或
は
淡
紅
色
琉
球

に
富
み
.
そ
の
上
部
は
錯
岩
流
の
状
態
を
示
し
て
ゐ
る
が
.
往
々
旋
次
岩
状
の
部
分
を
窮
み
'
且
つ
著
し
-
破
壊
せ

ら
れ
て
大
規
模
の
角
磯
状
を
な
し
.
粘
嗣
な
る
鉾
潜
流
が
火
山
砕
層
の
飛
沫
を
受
け
つ
流
動
を
麿
け
た
か
ビ
思
は
れ

る
状
態
を

ホ
し
て
ゐ
る
｡
下
部
に
於
で
は
全
然
角
磯
贋
乃
至
産
衣
質
ど
な
っ
て
幽
か
に
膚
埋
空

が
し
て
ゐ
る
が
p
そ

の
東
贋
は
殆
ん
で
金
-
前
記
の
岩
石
の
破
片
の
み
か
ら
成
っ
て
ゐ
る
0

之
だ
同
種
の
岩
石
は
又
堀
切
浮
の
下
流
に
そ
の
下
底
を
な
し
て
よ
-
露
出
し
.
そ
の
上
部
は
や
は
･C,粗
大
な
角
樽

状
を
な
し
p

7
々
の
破
片
に
よ
-
流
理
髪

不
し
て
ゐ
る
.

赤
森
火
山
角
膿
石

こ
れ
は
僅
か
に
露
天
堀
の

i
部
で
そ
の
米
側
に
見
ら
る
ヽ
だ
け
で
あ
る
が
'
そ
の
質
質
は
既

述
の
沓
綬
森
角
捷
岩
に
最
も
よ
く
頒
し
て
ゐ
る
が
'
白
色
産
衣
質
の
戎
舟
が

1
暦
多
-
.
且
つ
そ
の
暦
報
の
方
向
が

そ
の
下
に
あ
る
番
徴
森
角
楳
悪
ど
-
違
ひ
'
又
之
を
被
ふ
て
ゐ
る
赤
茶
産
衣
潜
だ
-
連
ひ
'
全
然
務
ま
の
も
の
E
L
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節
四
番

節
六
艶

望
四

八

て
両
者
の
問
に
挟
ま
っ
て
ゐ
る
｡

布
山
凝
衣
岩

本
山
事
務
所
附
近
に
贋
-
出
て
ゐ
る
黄
白
乃
至
統
次
色
塊
状
の
岩
石
で
あ
っ
て
p
鋸
床
の
南
方
に

顔
-
蟹
達
し
.
蕃
横
森
石
英
粘
両
署
を
破
ふ
て
卒
嬰
発
地
の
下
に
腰
が
っ
て
ゐ
る
O
そ
の
岩
嚢
を
見
れ
ば
斜
長
流
紋

岩
状
で
あ
っ
て
p
或
は
鉾
岩
流
か
も
知
ら
ぬ
が
.
屡
々
他
の
岩
石
の
角
磯
を
食
ん
で
ゐ
る
の
で
p
損
に
碇
次
砦
ビ
し

て
凝
-
｡

堀
切
藻
安
山
岩

堀
切
揮
中
流
及
び
下
流
の
南
側
に
岩
床
状
を
な
し
て
露
出
し
て
ゐ
る
茨
線
色
の
路
岩
で
あ
っ
て

常
に
そ
の
下
に
暗
紫
色
旋
次
岩
の
暦
を
件
な
ひ
p
そ
の

7
部
分
は
石
倉
森
の
四
周
に
於
て
も
横
が
っ
て
ゐ
る
が
､
高

所
に
於
で
は
表
面
の
大
部
分
が
別
座
し
去
ら
れ
.
僅
か
に
斜
面
の

叫
部
に
残
っ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
.
之
に
反
し
て

ヤヘ

ィ

低
所
に
於
て
は
贋
-
前
記
の
冬
山
産
衣
岩
及
び
赤
森
凝
衣
岩
を
被
う
て
基
地
の
下
に
横
が
与
も兼
は
鹿
倉
.西
は
失

病

タ
ィ

･
L串卜

中

'

筒
は

鴇

の

西
南
カ
ま
で
現
ほ
れ
て
ゐ
る
｡

段
丘
増
穏
物

こ
れ
は
ま
ビ
し
て
平
坦
毒
地
の
表
面
を
造
っ
て
ゐ
る
胎
崩
な
る
砕
石
質
疑
炭
層
で
.
そ
の
下
底
に

は
磯
盾
を
件
ひ
､
厚
さ
藤
t六
七
十
米
に
逢
し
て
ゐ
る
｡

此
層
は
贋
-
毛
馬
内
盆
地
を
破
ふ
の
み
な
ら
ず
.
花
岡
或

は
扇
田
附
近
寄
の
大
館
盆
地
の

7
部
ま
で
横
が
-
p
束
北
造
か
に
十
和
田
山
塊
の
頂
を
故
擾
す
る
厚
暦
ビ
連
が
る
ら

し
-
.
そ
の
厚
さ
は
十
和
田
湖
に
近
づ
-
程
増
加
す
る
僻
が
あ
る
か
ら
.
恐
ら
-
十
和
田
の
噴
出
物
で
あ
ら
-
｡

な

は
曲
浮
石
膚
は
前
山
北
方
の
各
山
頂
を
も
被
ひ
.
そ
れ
等
の
形
が
ほ
>
現
状
に
達
し
で
か
ら
の
も
の
ら
し
い
が
'
そ



れ
が
犀
牌
を
な
し
て
ゐ
る
の
は
此
附
近
で
は
盆
地
の
内
部
に
限
ら
れ
ー
恐
ら
-
甘
て
盆
地
を
充
た
し
た
水
中
に
運
ば

れ
.
そ
こ
に
堆
積
し
た
も
の
で
あ
ら
-
｡

此
外
藤
森
火
山
角
藤
意
中
を
賞
ぬ
い
て
階
級
枚
密
の
基
性
安
山
岩
脈
が
あ
rJJ

又
そ
の
上
に
あ

サ?洗
紋
旋
悉

野
中

に
は

一
種
狗
樽
な
角
磯
岩
脈
が
見
出
さ
れ
る
｡

此
岩
脈
は
足
尾
館
山
池
川
上
流
の
石
英
粗
曹

石
を
賞
-
も
の
や
'
尾

去
揮
僚
山
殊
錬
事
務
所
附
近
の
斜
長
流
紋
岩
贋
凝
悉

石
を
畢

-
も
の
ビ
同
様
に
'
極
め
て
多
様
の
岩
片
を
倉
み
.
し

か
も
細
か
い
脈
状
を
な
し
て
金
魚
外
観
を
薫
に
す
る
他
の
栗
石
を
貰
ぬ
い
て
ゐ
る
｡
余
は
そ
の
成
因
に
就
て
甚
だ
説

明
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
｡
或
は

l
種
の
｢
砂
岩
脈
｣
か
も
知
ら
ぬ
が
p
そ
の
現
出
の
状
態
少
し
-
之
ビ
異
な
っ
て
ゐ
る
｡

以
上
各
岩
石
の
分
布
は
之
を
壁

面

に
よ
っ
て
大
健
示
す
こ
と
が
出
凍
る
.
露
出
は
大
髄
良
好
で
あ
る
が
.
唯
南

側
の
廉
い
部
分
が
捨
石
に
よ
っ
て
被
は
れ
で
ゐ
る
｡
国
に
は
そ
れ
を
ぼ
除
い
て
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
.

ロ

各
岩
石
鯛
互
の
関
係

以
上
各
種
の
岩
石
の
相
互
の
関
係
は
.
之
を
教
も
よ
-
露
天
鋸
の
両
及
び
掘
切
鰐
の
断
崖
で
見
る
こ
亡
が
出
凍
る

露
天
堀
の
兼
側
に
於
け
る
大
断
崖
の
見
取
岡
は
大
概
墾

二
間
の
通
わ
で
あ
っ
て
そ
の
北
軍
に
は
最
下
に
背
孜
森
火
山

角
磯
岩
が
多
少
の
交
叉
膚
空
不
し
な
が
ら
金
醍
ビ
し
て
そ
の
屠
向
の
方
向
に
載
ら
れ
､
断
崖
面
上
水
平
に
近
-
現
は

れ
'
之
を
被
ふ
て
北
方
に
傾
斜
せ
る
藤
森
火
山
角
磯
岩
が
あ
る
｡
両
者
は
そ
の
露
拍
南
の
状
態
か
ら
見
て
も
P
前
者

に
発
達
し
て
ゐ
る
農
錬
々
鰻
が
後
者
ど
の
鼎
で
断
絶
し
て
ゐ
る
(娼

巌

謂

な
)
だ
い
ふ
革
質
か
ら
見
て
も
.
此
等
の

小
救
助
山
地
質
桝
観

望

並

九



鰐
川
各

節
六
雛

望
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山0

節三田 露天卿米側見.jTi問

a藤森流紋岩 T)好査凝灰hT.r･ C井森火山1rl健ぶ.r･

d背紋森火Irけfl僅岩 C蘇森石LbE安山左-チ
flEj疎Hlr-ll辰q)著し与もq) gail,E性安山岩脈

簡
忍
静
間
に
は

1
つ
の
.不
整
倉
を
認
め
ら
れ
る
.

赤
森
火
山
角
鹿
砦
の
上
に
は
岩
贋
の
之
ビ
非
常
に
違
っ
た
赤
森
碇
来
者

が
あ
っ
て
､
前
者
の
成
層
面
及
び
之
を
貫
ぬ
い
て
ゐ
る
基
性
安
山
岩
脈
は

共
に
両
者
の
鼻
で
断
ち
載
ら
れ
'
後
者
は
そ
の
痕

断
面
上
に
横
は
つ
て
ゐ

る
の
を
見
れ
ば
'
こ
ゝ
に
も
明
か
な
不
整
倉
の
跡
を
見
ら
れ
る
｡
更
に
赤

森
羅
衆
意
の
上
部
は
'
角
嫌
疑
次
岩
状
の
部
分
を
経
て
金
魚
革
命
的
に
赤

森
流
紋
岩
に
被
ほ
れ
て
ゐ
る
｡

此
等
の
岩
敗
に
よ
っ
て
そ
の
左
竿
を
占
め
ら
れ
た
岩
壁
の
看
竿
に
は
p

赤
茶
石
英
安
山
岩
の
大
露
出
が
あ
っ
て
'
之
は
明
か
に
藤
森
角
磯
潜
を
断

ち
p
そ
の
後
の
正
人
に
か
～
る
こ
ビ
疑
な
い
が
.
こ
れ
･JJ
静
索
産
衣
岩
だ

の
関
係
は
此
部
分
で
は
充
分
明
か
で
な
い
｡
そ
の
境
界
の

7
部
に
於
で
後
者
が
前
者
を
被
ふ
た
や
う
な
様
子
も
見
え

る
が
､
こ
れ
は
決
定
的
で
は
な
-
､
却
っ
て
他
の
方
面
か
ら
の
推
定
だ
矛
盾
す
る
｡

翻
っ
て
.
露
天
堀
の
問
側
面
に
は
ま
}J
L
で
曹
疎
森
石
英
規
面
山雷
し
そ
の
上
に
あ
る
蕃
孜
森
火
山
角
磯
砦
が
現
ほ

れ
て
ゐ
る
が
p
そ
の
境
鼎
の
激
し
い
煤
化
作
用
の
薦
め
'
両
者
の
関
係
が
明
瞭
で
な
い
O
此
断
崖
上
注
意
す

べ
き
は

石
倉
森
の
北
西
側
に
あ
る
化
石
谷
で
p
鏡
b･J
い
Ⅴ
字
形
に
暫
綴
森
石
英
粗
面
岩
中
に
喰
ひ
入
-
'
そ
の
下
底
に
は
厚



さ
三
光
程
の
磯
滑
が
あ
-
'
之
を
被
ふ
て
本
山
凝
凝
石
が
釣
橋
形
に
横
は
-
､

東
に
掘
朝
鐸
安
山
岩
の
下
底
に
伴
は

る
ゝ
紫
衣
色
疑
衆
意
が
そ
の
r上
を
被
ひ
p
そ
の
上
部
は
別
塵
の
腐
め
に
失
ほ
れ
て
ゐ
る
O

此
間
係
は
本
山
事
務
所
の
.肝
妃
で
も
見
ら
れ
.
殊
に
こ
こ
で
は
本
山
凝
灰
岩
暦
AfJ
紫
衣
色
凝
灰
岩
の
問
に
も
磯
暦

を
爽
み
p
t三

Ll
も

一
つ
の
示

革
命
空

不
し
.
紫
衣
色
党
旗
岩
の
上
は
金
魚
平
行
守

Q
層
状
を
な
し
て
掘
功
滞
安
山

中江招蔓地q)1珍
)馴ら代(洪潰)

形
噂

形
呼

の
･.i;

赤森火山
成及び地
価

帯磁火山q)
成及び蝕賦
代(節三紀)

-ヽヽ
-
･

～}i:J摘駅岩
上鮎矩桝費

紘講堀

節巨脳1小戟鉄山附氾地質杖状断固阿

小
城
鉄
山
地
球
相
槌

潜
が
被
ふ
て
ゐ
る
｡

番
繰
森
石
英
粗
面
岩
､
本
山
凝

灰
岩
'
掘
切
滞
安
山
岩
間
の
,不

整
食

的
関
係
は
こ
れ
で
疑
の
除

地
な
い
の
,で
あ
る
｡

更
に
鴨
じ
て
堀
切
輝
の
断
崖

を
下
る
/̂J
P
そ
の
下
流
に
あ
る

石
薦
撰
別
場
附
鑑
の
下
底
に
は

でJ
-
見
て
も
赤
尭
洗
紋
潜
の
下

に
伴
LJ
ふ
凝
次
岩
A/J
思
は
れ
る

も
の
が
あ
っ
て
'
赤
森
､田
身
に

E
t
T心

.≡



地

球

第
四
番

第
六
観

望

八

f
こ

見
ら
れ
た
不
思
祇
tI6角
灘
岩
脈
さ
へ
も
伴
っ
て
ゐ
る
J
J
こ
ろ
が
此
凝
凝
着
屠
･JD
そ
の
内
の
岩
脈
も
､そ
の
上
両
を
丑

派
に
削
ら
れ
て
磯
厨
で
破
は
れ
'
そ
の
上
に
は
例
の
紫
衣
色
産
衣
者
を
そ
の
下
に
伴
な
っ
た
掘
切
揮
安
山
岩
が
横
は

う
.
そ
の
上
を
波
状
に
刷
っ
て
段
丘
堆
積
物
が
重
な
.つ
て
ゐ
る
O
こ
切
状
藤
は
舘
四
囲
で
も
明
か
で
あ
る
｡
著
し
又

そ
れ
か
ら
上
蹄
に
遡
れ
ば
'
堀
切
輝
安
山
岩

ど赤
森
鞄
次
悪
ど
の
間
Ly

本
山
擬
衆
意
が
挟
ま
っ
て
凍
て
.
そ
の
下

に
も
亦
雑
居
の
あ

る
部
分
が
見
ら
れ
る
.

以
上
三
ヶ
所
に
於
け
る
観
察
の
結
果
を
ま
だ
め
て
見
る
ビ
次
の
閉
係
が
成
丑
す
る
O

[州.:i
瑚･･-

Pq
rいL‖い
U

I-/.If･:.Ii;
(警聯 崖 ) (雷撃 欝 歪 )

段 丘唯街 物
-(地 裁)I

粥切搾取 Ir砦 抑切粍安山紫
紫灰色凝灰岩 紫灰色i旋灰去.'一

棟 厨 葦 原

本 山 凝 択 岩 本 山 凝 灰 岩

磯 原 標 暦

赤瀬 凝択岩･

及び角磯砦.'一版

帯磁森石英粗野
ニtlL.J･ irL び

疎 放

-(地 衣)I

節森 統紋 砦
赤顛 凝灰 紫
及び 角 灘岩脈

藤森火Elr角横
倉及び品性安
山 #=I 版

･1.:l･･･詰 L;萱-Ii:I'.'･買:

.

.

.･1---
1-､-IL.>p-YJr



茄
滋
以

平
坦
基
地
か
穿
て
る
瑚
切
緯
下
地
の
峡
谷

a

柑
切
沖
壕
-;
針

b

袋
状
色
凝
伏
･:lG

c

凍

原

d

称
蘇
凝
班
･:.G

e

段
.i.#
'拭
物

小
我
餌
山
地
常
総
甑

此
㈲
係
か
ら
第
四
四
の
や
-
t
b柱
朋
漸
両
国
を
推
定
す
る
こ

と
が
過
給
で
あ
る
.
仰
し
こ
の
-
ち
常
雄
味
祈
英
加
商
滋
と
同

火
山
角
錐
山が
の
掬
係
は

一
時
決
定
を
諾
接
へ
る
.

こ

ヽ

に
求
腰
元
問
越
と
し
て
残
る
の
は
'
赤
森
石
英
山
潜
の

迷
入
時
期
で
あ
る
.
こ
れ
に
成
て
は
な
は
次
項
に
考

へ
ら
れ
る
.

八
㌧
全

壊

の
構

造

以
上
の
肘
係
に
よ
っ
て
此
附
近
仝
鰹
の
構
造
を
推
定
す
る
の

に
'
そ
の
扱
幹
を
.な
し
て
成
-
地
巾
に
.*
通
す
る
の
は
詐
蕗
余

れ
其
れ
両
･:打
で
あ
っ
て
'
蕎
接
点
火
山
乃
健
･:'7-は
憎
か
に
そ
の

一
部
･{q･,破

へ
る
皮
殻
に
過
ぎ
ず
'
亦
耗
火

山
乃
磯
･:.1{

赤
花
流

紋
岩
'
同
産

次
･:雪

本
山
凝
次
的雪

掘
切
曙
安
山
紫
等
は
'
前

記
南
港
の
側
燐
両
･i
::或
る

7
瓢
を
中
心
1J
L
で
順
次
に
地
盤
に

流
出
し
､
鉢
山.4'
或
は
碓
尉
･:b
J
し
て
贋
-
地
衣
を
破
ふ
た
も
の

で
あ
る
｡
然
る
に
此
等
の
･:.'S
石
は
'
何
れ
も
現
在
の
赤
森
附
近

に
於
で
長
砧
所
に
振
出
し
'
之
を
過
ぎ
か
る
に
従
っ
て
そ
の
満

聖

人

こ
こ



地

球

第
四
番

鰐
六

戟

四
罠
O

一
E
:

さ
を
減
じ
て
ゐ
る
｡
そ
れ
故
著
し
も
此
等
の
岩
石
の
成
生
以
後
に
潜
る
し
い
地
盤
の
傾
斜
蓮
勘
で
も
な
か
っ
た
限

-

は
ー
此
附
近
か
ら
流
出
或
は
飛
散
し
た
も
の
ど
考
ふ
る
こ
ど
が
悪

冒

あ
ら
も

符
に
此
枚
的
新
ら
し
い
も
の
･
例

~ -■~-I- -- -I

節六同 期･馴 r･Yi勤 しはナ凱 l湖 ミそ卯 T;きみ示す

数利鞘如尤q)itr..7さ在 米にて示し赤森捌 ヒ隅の十
軌i耶 ･';EE紬淵か津ぬる廊 NEilり 中心tLl示す｡

へ
ば
堀
切
揮
安
山
岩
の
兼
端
大
部
分
は
薄

い
鉾
潜
流
ど

な
っ
て
平
坦
董
地
の
.下
に
横
が
fC,ー
基
地
の
堆
積
物
は

殆
ん
Bf,J
之
ビ
平
行
で
あ
っ
て
p
L
か
も
そ
れ
に
は
殆
ん

で
何
等
の
挺
勘
の
跡
を
認
め
な
い
の
で
p
曲
解
岩
も
亦

大
髄
に
於
て
流
出
常
時
の
状
態
の
ま
～
に
在
る
も
の
ど

見
ら
れ
や
う
｡
然
る
に
そ
れ
等
の
露
出
宙
に
就
い
て
p

そ
の
高
さ
を
陸
地
測
畳
部
の
地
間
か
ら
求
め
れ
ば
第
六

問
の
迫

-
で
あ
っ
て
Y
等
高
露
出
鮎
を
飴

べ
ぼ
大
鰭
同

心
厩ー
状
ど
な
-
p
赤
森
の

7
角
を
中
心
ビ
し
て
諸
方
に

下
っ
て
ゐ
る
｡

従
っ
て
そ
の
噴
出
の
位
置
を
こ
こ
に
求

ひ
る
の
が
穏
鷺
で
あ
る
ま
い
か
O
し
か
も
そ
の
流
出
口

に
潜
る
部
分
は
赤
森
石
英
安
山
岩
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
ゐ
る
0

亦
森
石
英
安
山
岩
は
丁
度
さ
-
い
ふ
位
置
に
位
し
･
そ
の
地
衣
及
び
露
出
掘
断
僅
上
の
露
出
両
は
丑
涯
な
火
山
岩



水 赤
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小坂鉄山地質把搬

賀
状
形
態
を
示
し
'
太
股
圃
犠
状
で
あ
っ
て
'
且
つ
上
部
が
却
っ
て
漏

斗
状
に
横
が
る
傾
向
空

不
し
て
ゐ
る
｡
そ
れ
敢
前
記
の
謬
岩
石
は
何
れ

も
こ
こ
か
ら
噴
出
し
'
そ
の
最
後
の
火
道
を
此
の
赤
森
石
英
安
山
岩
に

よ
っ
て
充
填
せ
ら
れ
･花
ビ
見
る
の
が
空
曹
に
な
っ
て
-
る
0
勿
論
そ
の
一

級
の
浸
蝕
に
よ
っ
て
そ
の
上
部
は
別

-
去
ら
れ
写

)
}J
潜
熱
で
あ
っ
て

こ
れ
は
空

前
が
そ
の
石
基
ま
で
結
晶
質
で
あ
っ
て
p
今
見
る
部
分
が
火

道
の
-
ち
で
も
多
少
は
下
部
に
於
て
固
ま
っ
た
こ
ĴJ
を
示
す
こ
ど
か
ら

も
審
せ
ら
れ
る
.
因
に
赤
岩
の

1
部
は
そ
の
,遊
捺
部
に
於
で
硫
気
作
用

で
脱
色
分
離
し
て
ゐ
る
が
p
,)
れ
は
本
岩
田
身
の
噴
出
後
作
用
に
よ
る

も
の
で
'
額
床
成
生
の
飴
液
或
は
他
の
岩
膿
の
蓮
入
選
出
等
に
よ
る
も

の
で
は
な
い
ら
し
い
Q

か
う
い
ふ
考
を
以
て
地
表
の
観
察
の
飴
苑
を
猫
足
さ
せ
る
や
う
な
地

質
断
面
間
髪

等

て
見
る
E
,
壁

面

A
B
及
び
兼
七
園
の
や

r̂(
L1
､

な

ら
.
小
坂
館
山
附
近
の
地
贋
が
次
の
三
婆
素
か
ら
併
記
の
順
序
に
よ
っ

て
構
成
せ
ら
れ
た
あ
の
さ
推
定
す
る
二
だ
が
困
難
で
な
い
｡

望
l

一
五



地

球

鰐
凹

食

餌
六
髄

望
Zl

〓
ハ

z
p
蕃
葎
森
薦
火
山
残
跡
p
蕃
纏
森
石
英
親
而
潜
及
び
蕃
横
森
火
山
角
灘
岩
に
よ
っ
て
代
表
せ
ら
れ
.
蝕
塵

作
用

の
進
歩
の
属
め
に
今
で
は
金
-
残
片
的
に
な
-
.
そ
の
飴
の
状
態
を
推
定
し
嫌
い

が
'
角
灘
岩
の
状
態
か
ら
見

て
そ
の
噴
出
の
中
心
は
喬
徴
森
方
南
で
あ
っ
た
ら
し
い
.

-

蝕

磨

期
-

二
､
赤
森
蘭
火
山
の
頚
跡
前
者
み･J被
ふ
て
大
健
次
の
順
序
に
よ
っ
て
火
山
の
成
育
ビ
そ
の
蝕
磨
ビ
を
交
互
に

戚

返

し
た
残
で
あ
る
.

赤
森
火
山
角
確
忍

(触
州
Ⅷ
舶
叫
㌶

豊

鵬
軌
㌫

1
)
の
成
生

-
蝕
廓

-
赤
森
流
紋
碇
悉

石

の
成
珪
引
薦
き
赤
森
流
紋
岩
の
流
出
-

蝕
層

-

本
山
産
衣
岩
の
成
生
-

蝕
麿

-
紫
衣
色
凝
次
潜
の
成

生
.
引
蒔
い
て
掘
切
揮
安
山
岩
の
流
的

-
-藤
森
石
英
安
山
岩
の
火
遁
充
填

～

蝕

磨

期

-

三
､
段
丘
堆
荷
物
二
別
者
の
低
い
部
分
三

田
に
響

ノて
堆
覆
し
.
革
嬰
完

を
造
っ
て
ゐ
る
-

蝕
盈

綱
舵
et)

三
p

小
坂
鍛
床
の
地
質
的
関
係

僚
床
の
在
る
の
は
常
に
曹
彼
森
薯
火
山
の
宛
跡
中
に
の
み
限
ら
れ
p
そ
の
上
に
出
凍
た
赤
森
薯
火
山
中
に
は
存

し

な
い
O
例
へ
ば
露
天
鋸
の
東
側
に
於
で
は
､
蕃
裸
森
火
山
角
藤
岩
中
に
よ
-
聴
超
せ
る
糠
床
も
P
之
を
破
ふ
て
赤
森

曹
火
山
の
基
底
を
成
せ
る
赤
森
火
山
角
磯
岩
亡
の
境
に
於
で
断
絶
し
.
又
北
方
鎗
山
に
於
で
-
､
等

し
-
鋸
化
せ
る



葦
政
森
石
英
粗
面
岩
が
ー
頻
化
の
跡
な
き
赤

森
東
萩
岩
に
直
接
被

ほ
れ
て
ゐ
る
｡
思
ふ
に
小
坂
鋸
床
の
成
生
は
､

赤
森
蒋
火
山
の
成
生
以
前
に
属
し
'
後
者
は
甑
に
本
糠
床
が
蝕
膳
に
よ
っ
折
地
盤
に
露
ほ
れ
て
か
ら
そ
の
上
に
拭
凍

た
も
の
で
あ
る
｡
且
つ
後
者
の
成
生
の
逸
中
も
な
は
其

一
部
分
は
地
盤
に
露

出
し
､
蝕
塵
を
受
け
つ
ゝ
あ
っ

た
こ
E

は
p
石
倉
森
北
側
の
化
石
谷
底
に
あ
る
挑
暦
が
､
無
数
の
蒐
晶
石
の
容
匿
偶
像
を
倉
ん
で
著
し
-
僚
化
し
た
圃
磯
を

持
っ
た
ま
ゝ

本
山
旋
次
岩
層
の
下
に
被
ほ
れ
て
ゐ
る
こ
ど
で
も
明
か
で
あ
る
｡
そ
れ
故
に
著
し
本
館
床
の
酸
化
或
は

二
次
的
富
化
を
.諭
せ
ん
だ
な
ら
ば
､
現
在
の
み
な
ら
や
過
去
に
於
け
る
地
表
の
影
尊
を
考

へ
ね
ば
な
ら
な
い
.
且
つ

又
そ
れ
が
現
在
地
蕊
に
近
い
か
ら
だ
て
.
そ
の
成
生
の
際
に
も
地
象
に
近
か
っ
た
と
い
ふ
こ
亡
は

l
考
を
要
す
る
｡

因
に
鋼
取
錬
山
に
於
て
も
､
錬
石
の
1
部
は
園
塵
.jJ
な
っ
て
新
嘗
第
三
紀
静
間
の
不
革
各
面
に
横
は
-
'
輝
化

せ
ざ
る
捉
次
潜
片
で
腰
飴
せ
ら
れ
て
ゐ
る
部
分
が
あ
る
.
こ
れ
亦
此
地
方
の
下
部
窮
三
紀
静
中
に
既
に
形
成
せ
ら

れ
た
僻
床
が
p
上
部
舘
三
瓶
瀞
成
生
以
前

の
微
塵
に
よ
っ
て

そ
の
下
底
の
顔
中
に
加
は
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か

｡
次
に
床
鞘
の
大
部
分
は
蓄
孤
森
火
山
角
嫌
暑
中
'i
存
L
p
此
爵
石
は
徒
々
樋
め
て
明
に
厨
を
な
し
'

(弟
八
固
及

び
固
版
籍
八
版
鼻
撃

確
か
に
陸
上
或
は
海
底
を
政
ふ
て
堆
積
し
た
も
の
で
あ
る
O
允
も
東
薯
の
5
'化
せ
る
部
分
は

葦
彼
森
石
英
親
両
署
の
砕
か
れ
て
堀
化
し
た
部
分
に
嫡
L
P
そ
れ
ビ
混
同
せ
ら
れ
て
層
つ
LJ
場
倉
も
あ
る
が
'
此
岩

石
:Li
に
は
確
か
に
葦
捜
索
石
英
親
両
君
/̂J
違
っ
た
破
片
が
多
-
､
且
つ
漉
派
だ
成
層
岩
で
あ
る
.

小
坂
純
山
地
貿
概
扱

四
義

一

JE)



亀

ず

欝
四
巻

き

ハ
鷺

ま

7･<

又
錦
嬢
は
粘
土
を
伸
11
ひ
･
そ
の

義

升
は
嘉

に
前
記
の
鹿
骨
岩
中
そ
の
盾
種
に
卒
行
し
て
挟
ま
れ
､
繊
鉢
ケ

森
東
方
等
に
於
け
ち
も
の
は
厚
さ
教
米
･
延
長
数
十
米
に
亙
っ
て
此
㈲
係
を
保
っ
て
雪

.
此
等
の
関
係
は
鋪
蕗
が

解入国 昔薮在火山角庶音.I-く鉄床母岩･)O一部

此
粘
土
に
件
Ll
ひ
､
前
記
の
岩
石
の
堆
積
の
塗
中
に
そ

の
1
7
府
と
し
て
海
底
錬
泉
中
か
ら
堆
耕
し
た
と
い
ふ
大

橋
敦
控
の
説
を
便
利
L･.ら
し
め
る
｡

然
し
全
然
同
機
な
粘
土
が
'
時
に
は
立
沢
に
本

岩唐

の
を
見
る
と
､唐
款
の
粘
土
も
亦
他
の
岩
石
か
ら
後
で
舞

っ
た
の
七

あ
る
ま
い
か
ど
い
ふ
庇
を
淀
か
ら
し
め
る
.

大
橋
教
授
は
又
鎖
床
の
呼
岩
が
淋
底
堆
積
物
L･.
る
こ
と

を
権
力
ま
鎖
せ
ら
れ
る
が
'
啓
で
魚
類
の
化
石
の
出
た

の
は
亦
森
耗
次
潜
中
か
ら
で
あ
っ
て
(詔

,S
臥
い
)
金
の

考
に
よ
れ
ば
此
砦
盾
D
領
朕
の
伸
弟
'J
は
二
回
の
不
亜

合
に
よ
っ
で
隔
て
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
'

要
す
る
｡

よ
し
そ
の
取
離
は
如
何
に
近
さ

3
･
彼
を
以
て
之
を
漁
す
る
に
は

毒

を



天
板
教
授
の
寵
の
或
る
有
力
な
素
因
だ
な
っ
た
か
･IJ
恩
は
る
!

所
謂
厨
状
歯
石
の
標
本
は
1
余
-
亦
小
坂
館
山
保

存
の
原
品
(㈹
鞭
謂

響

,J
,-

薄
片
に
就
て
鳶

が
p
そ
の
構
造
が
飴
-
に
よ
-
問
版
に
掲
げ
ら
れ
た
厨
状
角
藤
岩

の
細
粒
の
部
に
似
て
居
る
ぼ
か
-
で
な
-
､
そ
の
内
に
は
や
～
観
取
の
塊
片
が
'
層
状
を
な
し
て
並
ん
で
ゐ
る
部
分

が
あ
る
｡
此
等
の
塊
片
ま
で
も
層
状
を
な
し
て
ゐ
る
事
は
'
加
藤
敦
投
が
二
つ
の
選
躍
記
の

言

し
て
恨
定
せ
ら
れ

た
潰
散
に
よ
る
過
律
沈
澱
寵
ビ
は
賦
触
す

る
が
'
他
の

嘉

の
慮

状
岩
石
を
そ
の
ま

ゝ
交
代
し
た
,jJ
い
ふ
説
に
は

む

し
ろ
適
切
で
あ
る
｡

次
に
錬
床
の

蒜

は
此
成
骨

石
の
下
に
あ
る
石
英
租
曹

帯

に
も
聴
達
し
･
大
小
脈
状
を
な
し
て
轍
横
に
之
を
袈

ぬ
い
て
ゐ
る
｡

大
橋
教
授
は
之
を
餅
原
上
昇
の
通
路
ビ
し
て
説
明
せ
ら
れ
た
や

-
で
あ
る
が
p
そ
れ
に
は
除
-1
に
大

規
模
で
.
贋
範
園
に
亙

り
過
ぎ
て
は
居
る
ま
い
か
O

然
し
此
等
は
何
れ
も
決
定
的
で
は
な
い
｡
讐

つ
著
し
石
英
粗
面
岩
が
4
嬰
僚
床
の
懲

貰

る
蜜
藤
森
角
凍
岩
よ

り
も
以
後
の
選
入
物
で
あ
っ
た
な
ら
.
母
君
ざ
同
時
に
沈
澱
し
た
鷺
の
鋸
床
の
摩
枚
が
此
岩
石
を
通
路
ビ
し
て
選
ぶ

笠
は
だ

の
で
.
此
暇
説
は
成
島

た
な
い
p
余
は
大
橋
敦
控
の
説
を
尊
重
す
る
心
か
ら
し
て
特
に
此
鮎
を
故
意
し

た
が
.
望

岩

の
境
鼎
附
近
は
常
に
激
し
-
錬
化
せ
ら
れ
,
此
開
係
を
明
に
し
な
か
っ
た
o

僅
か
に
露
天
堀
の
南
部

に
近
い
部
竺

ヶ
所
で
p
石
英
粗
曹

帯

に
不
規
則
品

状
を
な
し
て
努
ま
れ
た
角
響

宗

義

を
鬼
､
石
英
粗
面

潜
が
之
に
対
し
て
哲
人
的
闘
係
あ
る
を
認
め
p
断
面
園
中
そ
の
意
味
を
表
は
し
て
ゐ
る
が
･
此
不
充
分
慧

観
察
を

小
我
銀
山
地
質
拙
報

望
五

1
九



地

ー
球

鰐
四
谷

節
山ハ
幼

以
て
大
柿
級
控
の
説
を
否
定
す
る
根
櫨
だ
す
る
考
で
は
な
い
｡

余
は
唯
此
等
の
胤
黍
の
結
果
か
ら
.
小
坂
僻
床
は
や
は
三

種
の
東

代
鋸
床
で
あ
っ
て
P
そ
の
暦
状
を
な
す
部
分

は
､
既
存
の
静
甥
を
操
っ
た
も
の
ど
考

へ
る
こ
E
に
傾
い
て
ゐ
る
が
p
之
を
決
定
す
る
に
は
今
後
今

叫
静
の
地
贋
的

観
察
･/J
P
焼
石
白
身
の
研
究
を
必
悪
ど
す
る
0

く＼ノ

×

X

要
す
る
に
'
小
坂
煤
山
階
鑑
は
長
期
に
亙
っ
て
妓
返
さ
れ
た
る
火
山
作
用
ビ
倣
牌
作
用
の
結
果
で
出
来
た
地
贋
よ

-1
成
-
p
僚
床
は
既
に
其
最
も
奮
い
時
期
に
於
で
形
成
せ
ら
れ
.
基
線
幾
回
か
の
蝕
廉
期
を
経
て
今
日
に
空
っ
た
め

で
あ
る
｡

そ
の
成
因
に
勤
て
は
未
だ
之
を
論
定
す
る
材
料
に
乏
し
い
か
ら
｡
今
後
益
々
研
究
を
必
要
だ
す
る
｡
完

1-三
十
四
jF

十
月

l
日
柿
)


