
両

佐

山

地

の
地

形
学

的

改

察小

林

伍

7

那

乙
の
稿
は
を
の
題
の
示
す
如
-

三

の
像
骨
で
あ
る

蔑
め
･
線
･(
で
洗
諭
を
避
け
る
と
共
に
､
各
構
造
線
の

説
明
及
細
密
在
る
提
示
む
在
･7芸

い
こ
と
に
す
る
｡
而

し
て
斯
-
す
る
所
以
は
'
今
金
の
有
す
る
資
料
が
地
方

的

に或
は
粗
在
る
あ
ら
或
は
密
な
る
あ
-
て
排
列
論
攻

に
不
足
な
る
が
故
に
､
そ
の
梗
概
を
洩
普
し
て
先
輩
の

指
導
を
乞
S
且
っ
一
般
の
乙
の
地
域
に
封
す
る
典
味
を

問
は
ん
と
す
る
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
葡
者
諸
賢
の
乙
の

地
域
に
就

い
て
の
貴
兄
を
教
示
闇
は
ら
A
rJ
と
は
余
の

希
っ
て
止
ま
ぬ
と
乙
ろ
で
あ
-
'
若
し
そ
の
機
骨
を
典

へ
ら
れ
る
甚
撃
の
士
に
封
し
て
は
余
は
貯

へ
た
る

細
資

柳
に
就

い
て
も
打
明
け
て
御
指
導
を
乞
ひ
た
い
の
で
あ

る
｡
本
稿
教
表
の
悪
も
亦
号

｣
に
あ
る

の
で
あ
る
.

概

論

通

栴
す
る
と
こ
ろ
の
脊
振
山
塊
で
あ
っ
て
'
編
岡
'

何
位
山
地

の
地
形
畔
的
沌
雛

佐
賀
耐
豚
に
跨
る
･,i,以
っ
て
余
は
偏
位
在
る
暇
名
を
桐

せ
ん
と
す
1品

で
あ
っ
y
p
北
方
而
博
の
地
に
迫
-
悼

多
潜
､
糸
高
低
地
よ
ら
玄
海
岸
を
西
進
し
て
枚
浦
潟
に

瓦
る
線
を
北
限
と
な
す
べ
き
で
あ
ら
う
が

､雨
間
市
近

郊
の
諸
丘
陵
は
余
の
主
題

外
に
櫨
か
ん
と
す
る
も
の
で

あ
る
｡
西
方
は
松
浦
川
地
溝
む
以
っ
て
界
し
､
以
西
の

異
種
な
る
地
形
匿
を
糾
し
､
南
限
は

極
め
て
明
瞭
な
る

補
聴
線
即
ち
既
に
先
輩
に
指
摘
さ
れ
る
以
前
よ
-
余
の

像
期
し
居
た
-
し
開
拓
断
暦
線
に
依
っ
て
肥
筑
の
野
に

固
し
,
束
外
は
御
豊
川
地
溝
を
探
る
の

であ
る
｡
或
は

肥
前
と
筑
前
の
境
界
在
れ
ば
こ
れ
藍
別
肥
筑
-=
塊
と
呼

び
,
か
の
筑
後
と
肥
前
間
の
～=
地
を
後
肥
筑
の
山
塊
と

呼
ぶ
は
如
何
に
や
と
皿
ふ
.

地
域
は
古
生
簡
在
る
輝
石
片
岩
､
刊
閃
片
岩
系
と
開

披
蛇
紋
系
の
小
地
域
を
除
け
ば
'
主
と
し
て
黒
雲
母
花

完

1

E
T
七



地

球

妨
十
五
､聴

梅
岩
よ
り
な
ら
､
そ
れ
に
白
雲
母
花
尚
岩
.
互
晶
花
閲

岩

M
ic
ro
gr
ami
te
を
揮
い
'
縮
れ
に
S
eri
Cite
sch
ist

角
閃
花
嗣
岩
と
も
怨
め
､
石
英
及
長
石
脈
は
各
地
に
貫

か
れ
､
時
に
黒
曜
石
'
洋
右
等
の
東
成
岩
h
t,9
そ
の
逆

出
を
見
る
｡

か
-
て
満
期
火
山
岩
の
主
鰭
を
'
北
の
郷
珂
'
宴
見

tB,mIの
玉
島
､
於
浦
､
南
の
川
上
等
の
譜
川
が
刻
ん
で
ゐ

る
､
地
層
の
割
合
均

.I
を
地
域
で
あ
る
｡
そ
こ
に
生
ず

る
地
形
は
二
次
的
な
も
の
も
あ
る
が
､主
と
し
て
断
層
､

石
班
'
節
班
等
の
力
撃
的
に
脱
囚
ru
れ
72
も
の
が
多
く

で
､
造
山
の

一
部
の
栖
本
が
そ
こ
に
探
ru
れ
は
せ
何
か

と
言
ふ
の
が
余
の
終
局
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
時
間

的
確
件
の
探
求
苛
明
は
､
山
麓
に
あ
る
少
数
の
水
成
暦

-
古
銭
､
三
矧
､
洪
積
･･
崖
錐
其
の
他
の
特
殊
地
形
及

一
般
地
形
新
嘗
の
決
定
ほ
頼
る
rJ
と
最
も
多
-
'
従
っ

て
確
賓
在
る
･･iJの
万
両
の
決
定
は
'
相
皆
の
･困
難
を
件

ふ
こ
と
を
橡
期
し
て
ゐ
る
.
而
し
て
rJ
の
地
域
に
闘
す

る
記
述
は
炭
田
に
練
を
き
部
分
は
文
献
の
粗
る
べ
き
も

の
誠
に
妙

い
｡

故
に
今
余
が

橡
察
す
る
と
乙
ろ
ば
､
札
べ
て
余
の
濁

折
田
蹴

二空

四

八

断
は
陪
-
貧
錫
な
る
を
免
れ
伯
が
'

を
の
検
討
の
上
の

確
薯
在
る
記
事
の
速
か
ほ
成
就
せ
ん
乙
と
を
自
ら
斬
っ

て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
0

さ
て
余
は
之
れ
聖

二
地
塊
に
分
ち
そ
の
像
寮
を
述
べ

て
見
た

5'と
恩
ふ
｡
第

一
は
願
界
を
走
る

一
段
と
卓
越

せ
る
迎
嶺
で
あ
っ

て'
一
食
'
雷
､
脊
振
等
は
そ
の
著

峰
と
な
す
｡
故
は

そ
の
中
の
最
高
-
又
余
の
フ
ィ
ー
ル

ド
中
の
最
高
鮎
在
る
脊
振
山

(
1
〇
五
玉
来
)
の
名
を

以
っ
て
rJ
の
地
塊
を
暇
栴
し
た
い
｡
第
二
は
前
者
の
南

面
下
に
､
そ
れ
よ
む
も
低
-
逓
ら
夜
-
振
放
五
〇
〇
1

六
〇
〇
米
位
の
平
均
高
度
で
'
中
西
部
ーこ
は
七
〇
〇
-

九
〇
〇
米
の
卓
越
峰
を
有
し
て
起
伏
す
る
基
地
で
あ
っ

て
､
北
に
向
つ
て
は
絵
描
潟
に
下
身
､
か
の
佐
用
脈
が

肌
を
皿
は
せ
る

H
e
ad
b
eech
の
白
砂
と
長
虹
の
青
松

に
飾
ら
れ
'
宙
に

向
つて
は
地域
の
両
便
断
簡
断
層
線

に
蓮
す
る
も
の
で
あ
り
'
余
の
フ
ィ
ー
ル
ド
の
佐
賀
豚

側
の
大
部
を
占
ひ
る
も
の
在
る
故
に
､
暇
に
北
佐
基
地

-
基
地
在
る
語
は
如
何
は
し

い
が
I
と
呼
ば
ん
と
す
る

も
の
で
あ
る
.｡rJ
の
基
地
の
前
歯
隅
に
立
っ
天
川
二

〇

四
六
)
及
を
の
附
進
は
地
質
も
異
-
特
記
す
る
資
料
79



川碑石だけ単純化したので又

預寮問であるので詳細でな

いが各部の詮明は本稿

の目的でない｡
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地

球

節
十
五
番

あ
れ
ば
rJ
れ
を
筋
三
と
な
さ
ん
と
瓜
考
す
｡

脊

据

山

塊

乙
の
ブ
ロ
ッ
ク
は
筑
前
の
斜
而
は
途
中
起
伏
の
錯
雅

す
る
も
の
あ
る
も
､
拙
し
て

一
般
傾
斜
は
念
な
ら
ず
し

て
長
走
す
れ
ど
も
､
覇
耐
即
ち
肥
前
側
は
潜
蛸
'
三
瀬

石
動
を
池
ず
る
と
rJ
ろ
の
'
北
に
眼
-
糾
す
曙
曲
縦
に

割
ru
れ
て
祁
雷
急
で
あ
る
｡
京
島
川
は
両
立
し
'
石
動

川
(
筑
後
川
の
支
流
)
は
南
東
走
し
て
'
そ
の
急
斜
面
下

を
流
れ
る
｡
明
ら
か
に
乙
れ
は
断
層
紋
で
あ
る
ら
し
-

久
し
-
乙
の
激
怒
を
有
し
て
ゐ
て
閤
年
前
そ
の
折
牛
を

探
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
､

その
後
下
村
撃
士
の
断
衛
視

と
し
て
地
排
撃
評
論
上
地
形
筒
を
述
べ
ら
れ
る
際
指
摘

さ
れ
た
る
は
'
企
む
紗
か
ら
ず
喜
ば
せ
た
も
の
で
あ
っ

た
が
､
そ
の
細
密
提
示
は
本
稿
の
論
外
た
る
朗
で
あ
る
｡

而
し
イ上
二
湘
以
筒
に
あ
る
古
生
暦
の
北
方
よ
-
rJ
の
断

層
線
を
越
え
て
佐
賀
ー係
に
延
長
す
る
も
の
が
あ
る
が
t
.

rJ
の
地
厚
の
推
定
に
於

い
て
rJ
の
急
斜
両
は

l
つ
の
確

率
と
興
味
あ
る
問
題
と
を
典

へ
て
ゐ
る
小出
に
附
し
V
は

何
食
の
溶
け
ざ
る
朗
が
あ
る
｡

乙の
断
層
線
に
は
葉
肝

it.=
凹
馳

二台

五

〇

･在
る
名
を
附
け
た
5,と
瓜
ふ
､
そ
れ
は
三
御
､
柴
原
､

久
保
山
間
に
於

い
て
最
も
著
し
い
為
で
あ
る
.
そ
の
附

近
ほ
於

い
三
南
庶
差
三
〇
〇
乃
至
四
〇
〇
米
で
あ
る
.

か
-
て
脊
振
山
塊
は

一
つ
の
俄
動

地
魂
で
あ
っ
て
'

そ
の
箱
線
上
に
は
脊
振
'
金
-;
(
九
六
七
)
そ
の
他
の
鶴

岳
及
び
何
部
の
搾
岳
(
八
〇
五
)
の
如

き
ダ
イ
ク
ら
し
さ

諸
峰
が
迎
在
る
の
′で
あ
る
が
'
概
ね

一般
高
庇
は
四
方

に
低
下
す
る
も
の
で
あ
る
0

そ
乙
で
特
に
簡
明
計
装
す
る
も
の
は
'
そ
の
極
東
部

に
於

い
て
'
脊
振
山

から
南
米
方
中
原
に
向
つ
て
降
下

す
る
の
で
あ
る
が
'
途
中
坂
本
峠
よ
ら
北
東
に
延
長
し

ク
セ
.フ

て
'
石
谷
(七
五
四

)

九

千

郵

(
八
四
八
)槽
現
(
垂

二
三
)

等
を
連
ね
る

1
支
脈
な
る
九
千
部
列
と
呼
ば
ん
と
す
る

も
の
の
あ
る
乙
と
で
あ
ろ
｡
九
千
部
山
は
古
老
は
ト
ク

ノ
(
凱
野
又
は
遠
野
)と
呼
び
､
附
近
入
官
米
等
高
線
が

示
す
地
域
は
'
有
期
平
原
即
ち
ぺ
ネ
プ
レ
イ
ン
と
も
恩

は
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
'
峰
頭
は
金
尾
氏
は
ダ
イ
ク
と

思
惟
ru
れ
る
旨
承
は
っ
た
｡
洋
右
'
黒
曜
石
-
地
方
人

力一ツス

は
rJ
の
磯
を
鳥

の

枕
と
呼
ぶ
-
の
棟
が
'
南

兼
流
す
る

河
の
中
流
域
に
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
0
柿
現
以



兼
は
二
分
し
て
､
1
つ
は
そ
の
延
長
と
し
て
､
椅
堀
邪
を

進
み
て
城
嫌
は
名
あ
る
坊
佳
叫
(
基
･:～
)
に
な
る
も
の
､

他
は
牛
類
山
に
向
ふ
79
の
で
t
か
の
天
坪
山
は
を
の
又

兼
小
支
脈
の
末
端
に
あ
る
｡
而
し
て
乙
の
九
千
郵
列
の

南
東
を
劃
す
る
波
線
は
'
略
北
東
-
南
西
に
走
与
'
北

佐
基
地
の
南
麓
断
層
線
と
は
些
か
方
向
に
於
い
て
異
る

の
み
な
ら
ず
､
地
形
は
よ
り
新
ら
し
く
'
南
東
流
す
る

筑
後
川
の
小
支
流
に
コ
ソ
セ
ク
エ
ン
j･
ほ
見
事
に
刻
ま

れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
乙
れ
を
九
千
部
断
暦
奴
と
す
る

の
で
あ
る
が
､
恐
ら
く
こ
れ
は
ス
テ
ッ
プ
フ
ォ
ー
ル
ト

ら
し
さ
錯
郷
す
る
小
断
層
を
離
め
る
｡

rJの
山
列
と
脊

振
と

の
問
の
谷
は
､
那
珂
川
の
上
流
で

あ
る
が
'
こ
れ

は
脊
振
の
来
聴
に
登
涼
し
先
づ
南
東
流
し

tJt
小
河
内

の
約

一
粁
下
流
に
於
い
て
七
十
度
程
の
鋭

角
に
北
へ
曲

が
る
の
で
あ
る
｡
乙
ゝ
ほ
栗
放
断
層
'
九
千
部
断
層
の
生

成
に
依
る
河
川
辞
額
を
像
想
す
る
も
の
で
あ
る
が
､
郵

珂
川
の
上
流
俗
綱
さ
れ
る
釣
燕
附
近
の
河
谷
は
'
乙
れ

ほ
幾
許
か
の
闇
係
あ
る
に
非
ず
や
と
E
･3考
し
て
ゐ
る
｡

勿
論
釣
報
は
後
は
述
べ
る
油
川
の
東
を
切
る
断
簡
の
延

長
が
t
m
代
､
苗
ケ
尾
を
油
ず
る
紬
の
北
伸
に
鋸
係
を

耐

件

山

地

の
地

形

桝
的

汲

娯

有
す
る
ら
し
-
､
そ
の
補
作
山
川
の
知
論
は
Tl出
に
略
す
0

又
塞
水
川
及
石
動
川
の
何
れ
に
流
れ
た
る
か
は
'
余
の

撒
水
の
対
象
は
屈
す
る
の
で
あ
る
が
'
両
川
の
谷
調
査

と
栗
励
､
九
千
郵
両
断
暦
の
同
時
性
在
る
や
否
や
は
そ

の
研
究
は
密
接
す
る
79
の
ら
し
い
｡

佃
九
千
部
列
の
延
長
は
桐
生
川
地
溝
の
商
都
に
切
ら

れ
て
後
大
根
地
山
に
認
む
べ
-
､
そ
の
南
兼
の
山
家
､

内
野
を
貫
-
長
原
線
の
通
路
は
､
九
千
部
断
層
の
延
長

と
し
て
冷
水
断
層
と
79
呼
ぶ
べ
き
か
｡
こ
れ
ら
両
者
の

闘
係
を
力
強
-
m
心
は
せ
る
も
の
は
'
そ
の
北
面
を
る
バ

ッ
ク
ス
ワ
ー
プ
を
受
け
た
る
山
口
の
谷
が
又
籍
似
し
て

ゐ
る
こ
と
で
あ
る
｡
即
ち
坊
任
の
ス
パ
ー
と
天
井
の
ス

''q
I
を
割
-
79
の
で
あ
っ
て
'
乙
の
谷
の
延
長
は
'
兼

は
御
笠
村
の
谷
を
御
-1
､貿
満
'
三
群
の
崖
下
を
過
ぎ
て

鞍
手
郡
の
山
口
部
落
に
達
し
で
'

1
層
山
口
断
層
線
の

名
の
解
放
せ
る
を
迫
戚
せ
し
め
て
ゐ
る
の
み
在
ら
ず
西

は
79
を
の
延
長
は
脊
振
山
の
商
科
両
に
静
め
ら
れ
る
｡

脊
振
は
元
氷
八
百
七
十
米
前
後
の
追
跡
+;
期
卒
庶
中
に

遮
る
LE
j晶
載
観
地
の
モ
ナ
ド
ノ
ッ
ク
で
あ
る
が
､
rJ
の

山
口
線
の
傾
動
に
依
っ
て

一
骨
高
め
ら
れ
た
る
観
が
あ

元

h
i

正

一



地

球

節
十
北
谷

る
O
山
口

線
の
柴
原
断
簡
以
西
に
於
け
る
不
明
瞭
n
は

爾
者
の
時
期
決
定
の

一
参
考
で
あ
る
｡
而
し
て
こ
の
線

の
顕
著
n
が
脊
振
及
蟹
溝
の
来
所
に
甚
だ
し
い
乙
と
～

ナ
メ
b

那
珂
中
流
南

面

旦

附
近
の
谷
の
秋
ば
ま
-
と
は
.
乙
の

線
が
上
下
の
み
な
ら
ず
北
側
が
や
～
東
方
に
移
動
せ
ぎ

ら
し
や
と
は
凪
は
る
.
相
九
千
部

及
山
口
線
と
御
笠

川

他
藩
と
の
時
間
的
槻
係
は
fJ
J
に
評
論
を
避
け
別
は
記

載
を
試
ひ
る
積
み
で
あ
る
｡

次
ぎ
は
抽
出
支
脈
､
叶
ケ
岳
支
脈
等
が
あ
る
が
之
等

は
大
勢
の
北
方
は
妊
ぶ
ほ
も
殉
は
ら
ず
､
概
し
て
北
西

一
両
東
の
線
に
切
ら
れ
勝
ち
で
あ
っ
て
'
油
山
の
南
西

而
h
l切
-
日
向
峠
を
越
す
79
の
､
叶
ケ
岳
北
方
の
蛮
石

越
等
が
あ
ら
乙
の
方
向
は
桶
岡
南
郊
の
丘
陵
に
も
離
め

ら
れ
る
｡
又
前
述
の
悪
水
川
か
ら

七

曲
峠
p
小
河
内
'

奴
届
､
綾
部
峠
を
経
て
推
原
は
下
-
'
室
見
川
の
上
流

曲
淵
の
谷
む
糸
島
郡
玉
九

へ
越
す
線
は
金
尾
氏
の
指
摘

n
れ
カ
所
で
あ
る
が
.
余
も
亦
卓
出
せ
る
構
造
線
在
る

こ
と
を
誰
ひ
る
も
前
述
二
三
の
線
と
共
に
'
を
の
展
性

は
翻
余
に
と
っ
て
研
究
の
飴
地
を
有
す
る
も
の
で
あ
る

之
の
方
向
以
外

では
油
山
の
東
面
は
山
田
､
荻
原
線
の

終
回
班

完
火

五
二

略
々
南
北
の
断
層
を
有
L
t
飲
場
峠
三
瀬
峠
の
線
は
耽

々
兼
-
滴

々
酉
で
あ
っ
て
t
rJ
の
線
は
柴
原
断
層
を
越

え
で
も
そ
の
飴
悦
を
畝

める
｡
而
し
て
関
山
､
大
場
山

間

の
古
生
暦
地
域
は
若
干
の
地
形
特
色
を
有
す
る
｡
叉

叶
ケ
岳
の
延
長
が
磯
､
志
賀
に
北
仲
す
る
を
不
す
人
多

き
も
､
乙
は
余
ほ
と
み
て
は
前
述
の
雁
行
線
と
共
は
乙

の
地
域
を
カ
撃
的
ほ
賓
脇
す
る
場
合
の
参
考
は
過
ぎ
ず

し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
外
は
属
す
る
｡
只
前
二
島
が
ビ

ュ
ー

ト
ラ
ン
ド
で
あ
-
磯
の
島
の
南
端
が
糸
島
地
溝
北
崖
の

延
長
在
る
む
託
す
ほ
止
め
る
｡
抑

々
糸
島
低
地
は
地
溝

と
言
ふ
よ
-
は
断
層
角
窪
地
と
見
る
と
妥
骨
と
せ
ず
や

と
瓜
考
す

る
｡

次
ぎ
ほ
井
原
の
谷
以
酉
は
北
閣
I
南
東
は
卓
越
せ
ず
'

主
菰
か
ら
の
支
脈
の
急
に
北
に
嚢

へ
去
る
を
粧
目
せ
ぬ

ば
覆
ら
ぬ
0
即
ち
北
西
-
南
東
線
は
井
原
以
兼
の
譜
支

脈
の
高
度
を
埼
卸
せ
し

ひる
原
因
に
閥
係
あ
る
も
の
と

橡
想
さ
れ
る
｡
而
し
ヱ

削
原
の
低
英
在
る
丘
陵
は
未
だ

余
の
硯
察
の
屑
か
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
深
江
以
西
の

玄
海
の
奔
放
に
直
接
洗
は
れ
る
海
岸
は
噸
岩
に
富
み
漁

村
の
散
在
す
る
も
の
が
あ
る
が
､
殊
に
青
井
の
谷
は
十



朝
出
の
兼
を
切
る
線
が
梅
は
捜
す
る
と
こ
ろ
の
谷
の
沖

積
苫
れ
ね
所
は
あ

っ
て
､
脊
振
地
魂
の
閣
鼎
は
包
石
附

近
ほ
誼
き
る
｡
そ
し
て
朋
金
山
以
西
に
於

5,
て
南
北
爾

側
と
も

ス
パ
ー
が
兼
に
向
は
う
と
す
る
傾
向

があ
る
rJ

と
は
地
質
の
差
と
北
ハほ
或
る
も
の
h
t語
っ
て
ゐ
る
.
栗

原
断
層
線
の
酉
郵
玉
島
川
の
谷
在
る
角
轄
地
の
海
岸
に

連
す
る
朋
に
楢
崎
の
飴
地
を
典

へ
て
ゐ
る
｡

北

催

藁

地

こ
れ
は
天
山
附
近
ほ
｢
要
｣
を
龍
-
扇
形
の
輪
廓
を
有

す
る
の
み
な
ら
ず
､
そ
の
要
の
附
近
は
高
庇
も
亦
大
で

あ
る
｡
而
し
て
基
地
は
川
上
川
の
谷
を
堺
と
し
て
兼
部

は
脊
振
崖
下
の
ヅ
-
ベ
ッ
ト
山
列
を
除
け
ば
六
育
米
に

連
す
る
所
在
F
uに
'
閣
部
は
六
百
米
以
上
の
部
分
が
大

部
HLJな
し
て
ゐ
る
乙
と
は
注
目
に
慣
す
る
｡
基
地
内
の

構
造
線
は
妻
か
ら
放
射
状
に
在
っ
て
ゐ
る
と
見
る
乙
と

も
揖
凍
る
が
､
概
し
て
-;
淵
､
三
滴
線
の
延
長
と
し
て

柏
屋
p
畑
潮
､
古
湯
は
走
る
谷
線
-
多
分
断
層
谷
と
見

て
可
な
り
と
考
ふ
-
に
依
っ
て
そ
の
線
の
酉
北
側
に
隆

起
さ
れ
る

一
列
及
そ
れ
に
雁
行
す
る
亀

ケ
岳
か
ら
厳
木

九
〇
〇
米
山
に
連
す
る
列
の
以
西
に
於

い
て
は
､
か
の

相
伴
-;
地
の
地
形
韓
的
沌
妹

脊
振
E
塊
が
井
原
の
布
以
西
に
於

い
て
･開
山兼
-
北
酉
縦

む
見
ざ
-
し
如
-
p
北
東
南
両
線
を
敏
き
て
.
彼
に
於

け
る
と
等
し
く
南
北
の
走
向
堅
不
す
fJ
と
は
静
め
れ
ば

な
ら
附
｡
敬
に
水
無
の
鐘
乳
洞
を
有
す
る
有
壁
暦
か
ら

成
る
三
渦
線
西
側
の
山
系
は
､
栗
原
断
暦
の
走
向
を
担

型
L
t
そ
の
侵
蝕
の
差
を
ホ
せ
る
乙
と
も
亦
然
-
で
あ

る
｡
も

一
個
の
像
森
組
は
耽
路
の
谷
か
ら
屋
形
塵
'
於

湖
に
凍
て
川
上
川
に
潜
ひ
て
西
走
し
､
そ
の
川
の
古
湯

チヤ

曲
折
鮎
か
ら
琶
ノ
木
に
向
以
白
石
山
の
南
を
切

～,h
荷
厳

木
九
〇
〇
米
山
の
南
斜
面
に
静
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ

サ
レ

て
､

そ
の
延
長
は

作

槻

出
の
南
h
F進
む
と
凪
は
れ
る
.

白
石
'
九
〇
〇
米
'
作
鵡
山
の
卓
越
せ
る
高
庇
は
可
を

-
rJ
の
線

に
典
っ
て
ゐ
る
も
の
と
恩
は
れ
る
が
t
rJ
の

線
の
地
塊
運
動
上
の
位
置
は
､
天
山
p
濠
岳
'
金
立
列

即
ち
へ
南
麓
断
層
の
傾
動
隆
起
に
際
し
､
そ
の
バ
ッ
ク

ス
ロ
ー
プ
を
受
け
た
る
角
窪
地
と
察
す
る
｡
而
し
て
湯

脱

の
温
泉
は
乙
の
線
上
は
'
舌
湯
は
乙
の
線
と
三
瀬
､

畑
､
瀬
線
と
の
骨
合
期
近
-
の
三
瀬
畑
瀬
線
上
は
出
で

た
る
79
の
と
恩
は

れ

る
｡
か
-
て
川
上
川
の
中
流
を
特

徴
づ
け
る
大
曲
折
は
､
革
は
維
横
谷
で
は
在

5,と
S
･3
ふ

二九.七

九

‥ニ



地

球

節

十
五
怨

の
で
あ
る
｡
乙
の
川
の
束
の
城
原
川
の
性
肇
は
そ
の
米

側
の
ヅ
-
ベ
ッ
ト
列
-
栗
原
断
層
線
に
椎
脊
す
る
小
ブ

ロ
ッ
ク
か
I
の
性
貿
と
共
に
橡
奏
せ
ざ
る
も
の
と
す
｡

次
ぎ
ほ

西
部
は
於
け
る
南
北
線
の
主
な
る
も
の
散
華

ぐ
れ
ば
､
大
屋
敷
か
ら

二
八
山
村
は
走
る
も
の
片
原
か

ら
仁
部
p
堀
に
出
る
79
の
及
び
鳥
越
､
平
原
か
ら
十
坊

の
兼
を
切
る
79
の
で
あ
る
が
'
脊
振
ブ
ワ
ッ
ク
の
西
部

で
も
井
原
の
谷
か
ら

1
兼
山
の
谷
ま
で
は
漸
移
匿
と
も

見
る
ぺ
-
'

一
堂
山
谷
の
以
西
に
於

5,で
南
北
線
は
妹

に
顕
著
で
あ
る
｡
而
し
て
栗
原
断
層
の
西
部
が
p
を
の

東
部
は
此
し
て
畢
調
な
ら
ざ
る
5
'由
は
､
TJ
の
南
北
線

の
重
蔵
と
.
玉
島
川
の
谷
の
性
質
に
由
る
も
の
と
塩
は

カ身
ハラ

れ
る
｡
芸
で
片

脱

仁

部
組
の
西
に
は
楢
山
(
七
六
〇
)揮

岳
が
立
ち
､
そ
の
延
長
の
北
源
岸
は
達
す
る
と
rJ
ろ
に

配
崎
が
あ
る
｡
こ
れ
は
償

っ
て
は
本
陸
と
断
た
れ
死
後

サ
ナ
､も

は
繋
が
れ
た
陸
繋
島
で
あ
る
｡
佐

波

は

そ
の
間
万
の
青

井
と
共
に
溺
れ
谷
の
滞
頭
砂
洲
上
に
あ
る
.
鳥
越
平
原

線
の
西
側
は
町
家
-
高

い
山
列
で
兼
於
浦
列
と
呼
ば
ん

と
し
､
敢
高
鮎
八
宵
五
十
米
を
越
す
79
の
で
あ
る
｡
そ

し
で
rJ
の
列
の
隆
起
と
厳
木
九
〇
〇
米
山
の
除
塵
と
は

節
凹
挑

完
八

五
川

閥
係
あ
る
rJ
と
を
娯
す
る
ー
前
述
-
叉
兼
給
油
列
の
酉

斜
面
は

三
脚
題
た
る
を
棺
ず
る
｡

銀
山
高
島
故
を
粧
以
西
に
よ
し
見
る
ビ
ュ
ー
ト
は
既

に
衆
知
で
あ
る
｡
而
岡
高
枕
川
崎
救
援
は
､
｢
花
園
岩
を

掩
筋
三
期
層
上
に
玄
武
岩
が
流
れ
tJ
基
地
を
な
し
LJ
が

以
前
ク
ー
シ
ャ
リ
-
中
に
掘
出
し
て
み
ね
花
嗣
岩
は
そ

の
バ
サ
ル
ト

に

寓
撲
接
触
し
て
を
rJ
は
そ
の
搾
胸
は
依

っ
て
岩
男

の
硬
哩
を
珪
じ
即
ち

L
ocal
jM
:etam
orp
h
･

仙sm

に
依
っ
て
据
蝕
に
抵
抗
し
て
雑
犬
も
の
で
あ

っ
て

匿
ち
ほ
断
層
は
据
す
る
の
険
｣
な
る
を
余
は
教
示
ruれ

光
る
却
あ
ら
｡

乙

の
新
火
川
岩
の
ビ
ュ
ー
ト
被
覆
は
か

i.レフ
ル

の
領

布

塵

山
頂
(鉛
山
)
は
洞
れ
る
fJ
と
孜

き
佐
用
躯
が

涙
の
池
を
提
供
し
て
鯨
説
に
あ
や
か
る
の
73.趣
き
が
あ

る
｡
ビ
ュ
ー
ト
の

一
典
型
と
し
て
好
通
例
で
あ

る
｡

か
-
て
小
断
簡
は
朗
々
は
静
ひ
れ
ど
も
像
黍
に
於

い

て
は
略
す
る
rJ
と
ほ
し
で
p

一
般
に
北
佐
素
地
の
西
北

鼎
は
三
方
山
､
山
瀬
高
地
よ
-
西
北
下
し
て
於
清
濁
に

向
ふ
の
で
あ
る
が
'
虹
の
松
規
即
ち
新
鶴
の
井
艶
の
概

形
は
こ
の
古

い
バ
ッ
ク
ス
ロ
ー
プ
の
放
線
は
依
っ
て
準

備
n
れ
た
も
の
Iu
兄
ゆ
る
O
rJ
の
代
表
的
轡
頭
潟
の
卓



越
は
を
の
酉
端
に
於

い
て
松
浦
川
の
口
を
兼
備
に
於

い

て
玉
島
川
の
日
を
封
じ
去
ら
ん
と
し
て
特
殊
地
形
を
表

は
す
も
之
は
別
は
述
べ
る
こ
と
に
す
る
｡
元
来
桧
浦
潟

沿
岸
の
美
且芸

み
h
t以
っ
て

一
滴
を
草
す
る
に
足
る
も

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

天

山

山

塊

こ
れ
は
地
塊
運
動
上
北
佐
基
地
と
典
に
取
扱
ふ
べ

き

で
あ
･a
本
質
上
彼
に
屈
す
る
の
で
あ
る
が
'
地
質
の
差

異
か
ら
同
じ
断
簡
地
形
に
し
て
も
余
は
霜
に
別
論
す
べ

き
JC
の
を
有
す
る
も
'
於
浦

川の
谷
及
南
懲
断
簡
線
の

詳
細
と
共
に
特
典
的
報
菅
論
文
に
於

い
て
之
を
糾
論
せ

ん
と
思
考
す
る
｡
更
に
天
山
､
彦
岳
列
の
直
下
の
線
と

高
取
.
焼
'
笠
頭
を
連
沿
る
線
の
二
段
の
ス
テ
ッ
プ
フ
ォ

ー
ル
ト
を
離
め
を
の
両
酉
隅
に
は
新
火
山
岩
丘
あ
る
あ

-
て
諭
資
を
輿

へ
て
ゐ
る
｡
言
ふ
ま
で
も
夜
-
火
山
岩

は
フ
ィ
ー
ル
ド
外
の
商
西
よ
ら
運
ば
れ
た
る
は
明
瞭
な

る
も
'
そ
の
地
形
及
商
麓
断
簡
線
の
時
代
決
定
に
於

い

て
は
言
及
す
べ
F
Jも
の
J
J
信
ず
.

南

濃

附

属

丘
陵

郁
代
山
地

の地
形
拳
的
政
客

か
の
火
山
岩
丘
よ
-
湖
興
味
あ
る
は
､
童
亜
闇
が
商

麓
線
は
滑
ふ
て
存
在
す
る
rJ
と
で
あ
っ
て

九
千
郎
線

の
両
麓
に
於

5,
.tJ
は
殊
鑑
で
あ
る
｡
即
ち
他
山
は
輝
石

片
岩
､
蛇
紋
岩
等
を
誰
む
る
il
銀
閣
よ
-
在
る
丘
陵
で

あ
る
が
t
rJ
れ
を
九
千
部
列
即
ち
石
谷
山
の
南
麓
と
の

間
の
谷
-

断
層
縦
谷
-
を
か
の
城
道
長
崎
線
は
走
る
の

で
あ
る
｡

乙
の
旭
山
自
身
及
西
隣
の
熊
所
山
と
の
地
質

摘
係
'
更
に
そ
の
両
者
と
そ
の
西
方
の
更
に
低
さ
筒
吹

山
以
西
の
丘
陵
と
の
走
向
の
差
等
は
資
料
多
き

も
之
を

略
す
る
｡

旭
山
と
三
井
､
朝
倉
群
界
の
花
立
山
と
は
形

貌
の
相
似

と
共
は
地
質
及
地
塊
運
動
の
閥
係
あ
る
を
余

は
信
ず
る
｡
高
度
も
亦
相
似
た
る
7?
後
者
の
古
生
闇
は

暦
厚
薄
-
且
前
者
の
北
斜
面
は
完
-
覆
は
れ
る
も
後
者

は
黙
ら
ざ
る
鮎
は
任
意
す
べ
き
事
で
古
生
膚
の
基
磐
に

封
す
る
銅
係
が
分
る
と
恩
ふ
｡
今
金
の
橡
察
す
る
と

rJ

ろ
で
ば
､
乙
れ
ら
南
麓
丘
陵
は
南
濃
断
暦
組
に
依
っ
て

沈
下
せ
し
南
部
地
塊
の
残
債
在
ら
ず
や
と
思
は
れ
'
こ

れ
ら
古
庄
優
は
嘗

つ
で
は
而
佐
山
塊
全
部
を
若
し
-
は

吋
を
-
の
班
範
囲
に
覆
い
た
る
ら
し
さ
rJ
と
は
該
地
域

の
諸
河
川
に
於

い
て
輝
石
片
岩
挽
角
閑
片
岩
等
の
固
磯

克
九

五
五



地

封

節
十
五
備

節
的
挑

喜

〇

五
六

む
多
-
認
め
､
叉
こ
れ
ら
山
麓
丘
陵
'
或
は
河
成
段
丘

の
表
層
に
上
記
岩
石
の
含
磯
健
む
恕

ひ
る
串
資
よ
-
し

て
も
推
察
せ
ら
る
J
所
と
侶
ず
る
｡

rJ
の
育
蕪
辞
が
､

沈
下
せ
し
丘
頂
に
基
地
の
執
水
侵
蝕
の
強
襲
を
免
れ
て

残
存
す
る

乙
と
も
或
る
程
度
ま
で
信
じ
て
可
在
る
も
の

と
は
惟
す
る
｡
久
我
丑
と
休
p
粗
岳
列
と
闘
係
あ
る
FJ

と
､
更
に
出
費
有
産
層
の
走
向
傾
角
等
の
示
す
べ
F
uも

の
あ
る
73-̂苗
に
述
べ
ざ
る
79
の
と
す
｡
花
立
山
の
御
豊

川
地
溝
と
の
闘
係
も
亦
江
口
す
べ
き
で
あ
る
｡

旭
川
以
西
の
花
崩
岩
及
洪
積
地

在
る
低
陵
の
南
限
な

チ
リ
ク

る
都
度
城
か
ら
千

葉

へ
引
-
線
は
葦
嬰
に
し
て
､
rJ
れ

と
杷
木
の
谷
及
耳
細
山
列
と
朝
倉
線
と
の
闘
係
も
客
す

る
こ
と
に
す
る
0

史
に
九
千
部
列
の
庇
に
は
刈
又
の
丘
陵
が
三
井
､
筑

紫
両
部
は
跨
る
｡
,J
れ
は
花
園
岩
肇
で
あ
っ
て
起
伏
極

め
て
綬
や
か
は
宮
水
は
連
す
る
と
こ
ろ
な
き
-
敢
高
大

振
出
九
五
米
-
低
夷
在
る
も
の
で
あ
る
が
rJ
J
は

一
つ

の
橡
容
を
持

つ
も
の
で
あ
っ
て
､
未
だ
九
千
部
線
と
南

麓
線
と
の
闘
孫
を
評
論
せ
ず
殊
に
そ
の
時
代
の
差
を
決

諭
せ
ざ
-
L
も
､
胆
に
九
千
部
組
が
新
ら
し

い
も
の
と

校
定
し

てみ
れ
ば
､
rJ
の
丘
陵
は
覇
放
線
の
寮
生
は
於

い
て
は

北佐
基
地
及
九
千
部
列
と
共
は
隆
起
し
た
る
も

九
千
部
線
の
起
-
し
際
沈
下
せ
し
め
ら
れ
た
る
も
の
を

む
と
恩
は
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
而
し
て
fJ
の
丘
陸
と
昇

降
を
供
に
せ
L
J71-
の
と
偲
ば
れ
る
79
の
は
九
千
部
列
の

商
館
近
-
は
､
そ
の
斜
面
よ
-
分
離
す
る
rJ
と
在
-
附

属
す
る
も
の
が
多

い
｡
帝
武
減
線
の
延
長
と
乙
の
丘
陵

の
据
係
な
る
問
髄
は
之
を
増
す
乙
と
は
す
る
｡
そ
し
て

乙
の
丘
陵
は
宵
二
十
度
角
の
谷
多
-
､
大
別
し
て
四

佃

の
亀
甲
よ
か
成
れ
る
rJ
と
が
､
二
甫
分
の

1
の
地
形
圃

ほ
も
衷
は
れ
て
ゐ
る
事
を
附
託
す
る
.
又
rJ
の
丘
陵
と

九
千
部
列
閲
の
二
日
捕
ま
-
附
代
に
迫
ず
る
狭

い
､
そ

し
て
凄

い
谷
は
育
兼
の
要
路
で
あ
っ
た
が
､
今
も
闘
道

及
鹿
見
島
本
線
の
迫
ず
る
所
で
､
太
宰
府
附
近
の
谷
と

の
闘
係
妊

い
て
は
､
砥
石
､
賢
満
列
と
苅
又
丘
陵
と
の

陶
係
は
御
豊
川
の
地
溝
を
論
ず
る
磯
骨
は
譲
ら
う
と
瓜

ふ
｡

括

薬

乙
の
地
塊
を
大
股
南
東
に
そ
の
隅
を
有
す
る
二
枚
の

元
が
茸
せ
ら
れ
た
形
に
戚
ぜ
ら
れ
る
が
､
そ
の
南
東
隅
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が
敢
も
高

い
鮎
に
於

い
て
二
枚
の
瓦
は
相
似
し
て
み
る

rJ
の
地
魂
の
運
動
力
源
を
求
む
る
を
終
局
の
目
的
と
す

る
も
の
な
れ
ど
も
P
各
線
察
力
源
を
輿
げ
る
ほ
と
i/
め

て
そ
の
研
討
は
他
日
は
す
る
｡

附
近
の
沈
降
ブ

ロ
ッ
ク
を
求

ひ
る
に
､
有
明
海
p
博

多
暫
p
松
浦
潟
が
あ
る
.
有
明
梅
は
南
濃
緑
の
蕉
戒
に

密
な
る
は
勿
論
在
れ
ど
も
P
又
そ
の
中
心
に
教
も
近
さ

天
山
の
隆
起
は
妥
常
ら
し
p
,7P
P
桧
浦
川
の
谷
の
東

側

在
る
兼
於
浦
列
の
隆
起
を
起
す
に
は
有
明
海
の
中
心
よ

-
も
西
が
か
-
の
､
南
酉
方
向
の
力
源
を
想
定
す
る
と

き
は
政
も
便
利
の
み
な
ら
ず
､
天
山
の
卓
越
高
庇
も
納

程
r
uれ
る
で
あ
ら
う
｡
更
に
乙
の
海
の
沈
降
は
栗
原
断

層

に
対
し
て
79
閥
係
あ
る
ら
し
-
､
を
の
断
簡
線
の
轡

曲
延
長
は
後
肥
筑
の
山
塊
に
於
い
て
南
北
は
走
る
線
に

離
め
ら
れ
る
様
で
あ
る
｡
を
の
南
北
線
は
耳
細
以
南
の

東
西
列
の
西
部
を
乱
す
と
rJ
ろ
の
も
の
で
あ
る
｡
而
し

て
坂
本
時
計
頂
鮎
と
す
る
脊
振
地
塊
の
東
部
殊
に
九
千

部
列
の
卓
越
せ
る
隆
起
は
､
乙
の
海
に
蹄
す
る
所
多
か

る
べ
-
坂
本
瞳
は
那
珂
川
上
流
に
於
け
る
軍
密
事
軍
の

薦
谷
と
し
て
低
下
せ
し
も
の
に
し
て
隆
起
最
は
最
大
な

輔
佐
山
地

の
地
形
堺
的
汲
察

-
し
も
の
と
暇
定

rulれ
る
が
鼎
の
W
in
d
g
ap
が
坂
本

瞳
な
る
や
又
は
そ
の
兼
の
七
両
峠
な
る
や

は
そ
れ
を
決

定
す
る
資
料
と
共
に
他
に
照
脅
し
や
う
と
皿
ふ
｡
併
し

栗
原
断
層
全
形
に
は
足
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
主
と
し
て

亀
岳
列
､
水
無
白
石
列
以
東
が
,J
の
源
の
作
用
を
受
け

る
こ
と
が
多
か
っ
た
ら
し

い
.
荷
九
千
部
列
の
隆
起
は

朝
倉
'
三
井
.
三
養
基
､
浮
羽
の
低
地
郵
即
ち
筑
紫
郡
筑

紫
村
浮
羽
郡
椿
手
付
及
久
留
米
西
部
潮

ノ
下
を
頂
鮎
と

す
る
三
角
窪
地
の
沈
降
を
忘
れ
て
論
じ
て
は
な
ら
ぬ
｡

博
多
輝
は
そ
の
沈
降
が
脊
振
地
塊
の
隆
起
を
強
め
る

rJ
と
は
先
以
な

い
が
主
と
し
て
そ
の
作
用
は
井
原
の
谷

以
東
に
限
ら
れ
て
､
以
西

へ
の
影
響
は
殆
ル
ビ
な
き
も

の
と
忠
は
れ
る

｡博
多
轡

へ
の
向
心
線
及
び
北
西
南
兼

線
は
そ
の
影
響
皆
無
な
-
と
は
言
以
難
irTJも
極
め
て
鍋

-
､
こ
の
牝
酉
宙
兼
線

か
ら
南
北
線

へ
の
漸
移
匿

-袷

皮
古
銀
暦
か
ら
在

っ
て
ゐ
る
1
は
糸
島
低
地
の
影
響
h
t

も
有
す
る
で
あ
ら
う
が
.
乙
の
低
地
は
前
は
逃
べ
た
る

如
-
角
露
地
と
像
想
す
る
が
故
に
比
較
的
作
用
は
大
を

ら
ぎ
-
し
も
の
と
察
す
る
｡
松
浦
潟
は
脊
振
山
列
の
西

部
即
ら
良
糸
谷
以
相
の
南
北
線
む
生
じ
た
る
も
の
と
凪

三
〇
1

五

七



地

獄

解
十
五
脊

は
れ
る
が

p
を
の
甫
北
線
が
捕
北
の
酉
側
で
兼
は
偏
向

す
る
rJ
と
は
､
地
塊
運
動
に
封
し
て
興
味
あ
る
出
題
で

あ
る
｡
rJ
の
松
浦
渦
も
北
佐
姦
地
の
運
動
は
典
っ
て
ゐ

る
0か

-
述
べ
て
氷
る
と

き
仝
地
域
の
根
本
形
態
を
典

へ

た
る
も
の
は
そ
も
何
か
､
余
は
乙
ゝ
ほ
明
言
す
る
の
阻

み
な
ら
ざ
る
も
前
記
譜
沈
降
ブ
ロ
ッ
ク
の
結
合

的
結
果

か
或
以
は
閣
腐
叉
は
西
方
よ
-
の
新
力
源
を
想

定
す
る

か
､
更
に
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
の
牲
贋
が
展
張
在
る
か
服
縮

在
る
か
余
は
次
ぎ
の
機
骨
は
rJ
れ
を
磯
巧
的
ほ
昭
決
せ

第
四
娩

!:O
二

五

八

人
も
の
と
欲
す
る
｡
抄
-
と
も
二
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
商

莱
隅
は
於
け
る
車
越
高
度
と
上
掲
断
層
線
の
性
質
及
び

牝
佐
基
地
､
脊
振
地
塊
北
及
東
部
の
構
造
線
の
討
究
と

は
前
妻
な
る
解
決
資
料
で
あ
ら
う
｡
而
し
て
乙
の
地
域

の
研
究
に
於

い
tJl飾
紺
､
石
理
､
畢

問等
の
他
碗
構
造

線
と
の
混
同
は
政
も
響
戒
す
べ
き
79
の
で
あ
る
｡

相
和
笠
川
地
溝
､
朝
倉
断
層
線
故
地
塊
運
動
は
闘
す

る
各
種
撃
説
は
勤
し
で
の
諭
討
は
鑑
は
略
し
て
肇
を
欄

-
が
'
近
さ
撒
水
に
は
乙
の
地
塊
妓
肥
筑
平
野
の
人
文

W

に
闘
す
る
諭
稿
を
磯
表
し
LJ
い
と
願
っ
て
ゐ
る
｡

新

謬

冒

本

地

撃

論

文

集

(
〓

)

ラ
イ

マ
ン
!

日
本
油
田
調
査
第
二
年
報

(
七
)

釜
石
鍍
山

釜
石
の
谷
の
上
部
在
る
大
橋
に
近
5,魔

サ
L'
ナイ

免
に
北
方
に
隣
接
し
た
佐

此

内

と

椅
野
と
の
演
谷
中
に

略
衝
立
し
た
磁
銭
鉱
の

一
見
鉱
層
と
;-3
へ
る
屈
桃
状
塊

が
同
じ
岩
弗
(謎
珊
諾

)
中
に
あ
っ
て
其
の
厚
さ
約
五
十

択
或
は
其
れ
以
上
は
連
す
る
｡
此
等
の
頻
尿
は
も
と
は

か
夜
-,L
均

1
の
厚
さ
の
鋭
圏
叉
は
鋭
脈
で
あ
っ
て
従
っ

て
偉
大
を
錬
畳
を
有
す
る
TS
の
で
あ
る
と
憩
像
r
uれ
LJ

予
等
の
巡
検
以
前
は
開
裾
は
よ
っ
て
各
の
視
床
は
短
距


