
地

球

第
甘
塩
巷

第

一
親

昭
和
塞

盲

中
央
日
本
の
洪
積
世
氷
河
作
用
に
就

い
て
(
≡
)
(
思

竺

'聖

､望

版
付
)

小

ノ

家

治

七
､
諏
訪
湖
盆
及
び
釜
東
川
渓
谷
の
地
形

南
日
本
ア
ル
プ
ス
と
そ
の
東
側
に
於
け
る
氷
河
作
用
の
遺
跡
を
述
べ
る
に
営
-
､
先
づ
rJ
の
地
帯
の
地
勢
と
そ
の

帥
形
に
就
い
て

二
百
せ
ぬ
ば
在
ら
ぬ
｡

粉
本
盆
地
か
ら
鰻
尻
輝
を
鍵

tJ甲
府
盆
地
に
至
る
中
央
線
は
所
謂
大
地
溝
帯
の
西
遊
境
界
線
は
略
ぼ
並
立
L
t
を

の
左
右
両
側
の
地
勢
は
著
し
い
封
照
計
重

し
で
ゐ
る
｡
そ
の
右
側
は
木
骨
赤
石
両
地
塊
共
に
古
期
岩
層
か
ら
成
っ
て

山
谷
互
に
迫
っ
た
急
峻
夜
斜
面
多
-
.
之
を
貰
い
光
祐
尚
岩
噴
出
塊
は
北
ア
〝
ブ
ス
の
高
峻
地
帯
に
劣
ら
氾
峨
々
た

る
峰
頂
を
有
し
､
左
側
は
之
に
此
す
れ
ば
時
代
の
若
い
第
三
紀
層
か
ら
威
か
､

於
本
平
地
の
東
側
に
見
る
如
き
丘
陵

状
の
山
地
が
仁
科
測
光
丘
陵
の
筒
に
接
し
'
そ
の
兼
商
連
に
石
英
閃
練
岩
境
川
塊
が
現
は
れ
で
諏
訪
盆
地
の
東
北
蓮

の
第
三
紀
以
後
は
流
出
し
た
安
山
岩
の
沓
合
し
た
山
地
は
迷
わ
､
概
し
て
西
側
の
如
き
高
山
性
泉
観
を
鼻
せ
ぬ
.
潤

盆
の
東
商
隅
か
ら
は
吏
!{
L
鍵
し
て
八
ケ
練
の
盛
大
在
る
裾
野
に
出
で
､
二
千
七
八
宮
水
に
達
す
る
諸
峰
は
進
に
兼

中
火
日
本
の
粥
頼
北
永
河
作

用に
就

い
て



地

球

節

十

七

怨

節

一

統

方に帽立するを望見するのみであるO

詳言すれば絵本jF低地の商に皆る腰尻峠以筒の沿道は古生厨川間の渓谷を縫ふて屈曲して天龍川上流を鋤-､岡谷は至つy諏訪湖盆は人身､湖北から束属は折れて湖水の東岸は沿以､川地から湖盆に向以急斜した出足社是～,hP上諏訪から南は副食平地は沿以来南に進む把捉以平地が漸-供せら茅野輝に至って平地は金-霜き七､･八ケ羅西聡の裾野と亦石山東北輔の古鐘暦山地との境界を流る

J宮川上流の匿線状演谷に滑ふのである｡

而して乙の谷道と西側の川足との間には段丘の断片と憩はる～狭長なる地雅が離められ､寓に進

みさや+i

むに従以次第に幅を増し､御射山村と富士見曙の間では1粁内外に達し'その表面には固形又は掩固形の輪廓を有する低い丘卓の起伏するを見るのである｡三樺豚箱氏の小圃丘と呼んだ形態を有す

るものは乙の速から初悪る｡

富士見輝から東南では蛾道は甲抑相違から左に離れ､前に述べ空金地の南端も亦た南開南から凍る釜鯉川に載られて体戸と机との間で低い断崖に終わ'釜飯川は是よや折れて固東商に向以断層線に潜ふてをの崖下を流れ'地道線路は乙の谷底から';粁乃至それ以上離れ､その間に同じ-固形乃

至欄固形丘卓の鮎在する斜面が遵宿してゐる｡

宮川と釜無川支谷との分水界は富士見輝の西北原ノ茶屋に在って槻高九五一･七米に達し.諏訪湖岸から約一八肝に湖面海抜七五九米に比して約二古米高-､勾配は約九〇分の一綬斜をホす｡之は反して原ノ茶屋から乙の支谷の幹川との合流鮎まで約四粁の間は約.i二〇米を降り､その勾配は



三
〇
分

一
鍋
で
あ
る
｡

富
士
見
輝
か
ら
東
南
で
は
侶
池
坊
輝
を
過
ぎ
て
小
淵
韓
は
至
る
間
の
銭
造
線
路
の
高
庇
は
九
〇
〇
米
以
上
で
谷
底

の
甲
州
街
道
に
対
し
二
〇
〇
米
以
上
商

いが
.
八
ケ
按
裾
野
は
線
路
か
ら
西
南
も
荷
は
緩
斜
面
を
成
し
､
谷
鑑
に
近

づ

い
て
急
斜
面
に
終
る
を
常
と
L
t
こ
の
間
に
小
園
丘
が
瓢
在
L
t
そ
の
梗
高
は
何
れ
も
八
九
宵
米
の
間
を
社
務
す

る
も
の
で
あ
る
｡
小
淵
樫
輝
か
ら
東
南
で
は
線
路
の
下
～,h勾
配
稚
魚
と
在
か
､
長
坂
輝
で
は
海
抜
約
七
〇
〇
米
と
な

ら
.
日
野
春
輝
で
は
約
六
百
米
と
在
る
｡
TJ
の
間
で
裾
野
の
南
端
は
七
〇
〇
米
以
下
ま
で
綬
斜
面
を
成
し
て
経
る
い

波
状
を
描
き
.
長
坂
輝
の
紺
に
あ
る
洗
浬
及
び
小
洗
樺
な
ど
の
名
に
明
か
な
る
が
如

き
狭
-

七割
各
に
操

い
渓
谷
に

刻
ま
れ
て
ゐ
る
.

け
う
ら
い

甲
州
術
遇
は
落
合
か
ら
下
富
木
ま
で
左
窪
の
裾
野
の
L下
は
治
払
､
閥
界
橋
ほ
て
右
岸
の
山
塊
の
下
に
沿
以
､
数

凍

い
し

石

に

至
-,二

品
よ
鼻
下
は
姦
ケ
原
ま
で
駒
ケ
獄
の
束
庇
の
頗

い
扇
状
沖
積
緩
斜
面
が
展
開
す
る
｡
毒
ケ
原
の
南
に
陀

立
す
る
秀
鮎
八
八
七
光
の
中
山
の
小
山
塊
は
fJ
の
扇
状
地
の
中
に
在
っ

て､
姦
ケ
原
は
裾
野
と
乙
の
山
塊
と
の
間
は

山
状
地
の
東
南
船
の
狭
ま
っ
た
翻
分
を
占
め
､
･1;
足
を
流
れ
る
尾
白
川
と
の
間
に
狭
長
在
る
蔓
地
む
成
し
p
此
よ
ら

牧
原
の
北
ま
で
は
釜
飯
川
渓
谷
は
三
〇
〇
乃
至
五
C
jO
米
の
谷
底
を
有
す
る
に
過
ぎ
ぬ
｡
中
山
々
魂
の
南
に
は
鳳
風

山
北
麓
の
扇
状
地
が
磯
達
し
p
そ
の
北
報
と
の
閏
に
谷
底
の
幅
五
〇
〇
米
以
上
を
超

へ
る
平
地
を
有
す
る
は
慮
る
注

意
に
臆
し
､
筏
に
遊
べ
る
如
-
氷
河
滑
失
筏
の
地
形
捷
速
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
｡
特
に
面
白

い
の
は
山
塊
の
北

西
兼
の
三
蓮
の
六
〇
〇
乃
至
七
〇
〇
光
の
小
固
丘
を
戴

小
説
段
丘
地
は
固
ま
れ
る
こ
と
で
､
,J
れ
等
は
現
纂
無
川
の

浸
蝕
前
に
裾
野
の
商
連
が
此
藤
ま
で
結

い
た
こ
と
を
知
る
ほ
足
る
革
質
で
あ
る
｡

中
火
日
本

の
眺
稗
仰

氷
河
作

用
に
就

い
て



地

球

節
十
七
巻

妨

一
艇

四

四

長
坂
日
野
春
雨
騨
間
の
兼
で
は
佐
久
椅
道
の
迫
ず
る
須
玉
川
渓
谷
と
の
間
に
裾
野
の
幅
は
次
第
に
狭
ま
か
､
小
閲

丘
は
そ
の
三
角
形
基
地
の
各
面
は
分
布
L
t
そ
の
寓
隅
は
史
は
延
び
て
更
に
狭
長
と
夜
み
､
穴
山
輝
を
観
て
韮
幅
輝

に
至
る
十
肝
の
間
に
連
宜
し
'
そ
の
表
面
に
は
小
圃
丘
は
密
集
し
て
ゐ
る
｡
大
武
川
の
令
流
動
以
下
韮
崎
に
至
る
甲

州
術
道
の
左
側
に
障
壁
を
成
す
七
度
岩
の
断
崖
は
乙
の
基
地
の
閑
適
が
釜
無
川
に
浸
徹
さ
れ
て
出
水
た
79
の
で
あ
る

小
圃
丘
の
海
抜
高
度
は
南
は
向
以
次
第
は
減
少
し
'
日
野
春
穴
山
両
輝
間
で
は
荷
ほ
六
五
〇
光
に
連
す
る
も
の
が

あ
る
も
､
て
れ
よ
-
苗
で
は
五
〇
〇
兼
内
外
と
な
･C,､
遊
惰
の
西
北
に
在
る
79
の
は
四
二
八

｡
五
米
に
過
ぎ
ぬ
｡
裾

野
基
地
の
尾
は
現
在
は
韮
崎
繍
観
膏
堂
は
至
ら
轟
-
る
も
､
釜
無
川
封
岸
の
地
形
を
熟
渦
す
れ
ば
､
大
草
村
羽
根
の

段
丘
は
閣
南
に
傾
斜
し
.
八
ケ
抹
裾
野
は
荷
は
此
ま
で
縛
き
､
釜
森
川
啓
河
道
は
そ
の
酉
に
在
っ
て
､
亦
石
山
系
鳳

風
山
塊
の
来
蕊
に
密
接
し
て
流
れ
た

一
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
.

八
､
甲
州
街
道
甲
信
国
境
宮
川
渓
谷
の
氷
河
作
用

前
節
は
述
べ
た
地
方
は
何
れ
も
海
抜
千
米
を
超
え
た
山
地
が
多
少
の
面
積
を
占
め
'
諏
訪
湖
の
水
面
の
如
き
も
仁

科
三
湖
の
北
は
在
る
親
海
曹
湖
窪
を
ど
ほ
伯
仲
す
る
高
庇
を
有
す
る
革
質
を
考
慮
す
れ
ば
､
彼
廃
に
静
め
ら
れ
カ
氷

河
作
州
が
此
度
に
金
然
行
は
れ
を
ん
だ
と
は
信
じ
難

い
.
我
々
の
通
～,h掛
-
に
遠
望
し
た
山
頂
の
地
形
及
び
政
道
道

路
等
の
切
取
-,長

覗
は
れ
ね
磯
士
と
想
は
る
ゝ
753
の
在
ど
は
乙
の
見
解
を
支
持
す
る
も
の
J
如
-
見
え
る
｡
触
れ
ど

も
霜
に
は
我
々
の
現
場
は
就

い
て
確
か
め
得
た
所
を
先
づ
稽
詳
細
は
述
べ
る
rJ
と
は
す
る
.

第

一
は
三
樺
脚
荷
君
の
轡
導
を
燭
は
し
て
初
め
て
八
ケ
獄
及
び
釜
無
山
か
ら
押
し
出
n
れ
た
堆
石
を
磯
風
し
た
甲



み

m

や
ま
が
う

f)

相
関
境
落
合
､
富
士
見
､
御

射

山

納

戸

'
金
韓
四
相
の
小
圃
丘
を
頂
-
段
丘
地
帯
で
あ
る
｡

此
の
蔵
河
床
堆
積
物
は
落
合
柑
休
月
及
び
育
柳
輝
の
封
岸
大
坪
に
於
い
て
観
察
し
た
塵
で
は
童
と
し
て
担
質
し
た

石
遇
千
枚
岩
､
柾
貿
千
枚
岩
､
輝
雑
粉
岩
等
の
岩
塊
の
磯
暦
に
し
て
､
そ
の
丸
味
を
昔
び
而
か
も
掻
痕
の
不
明
瞭
な

が
ら
私
め
程
ら
れ
る
の
で
推
せ
ば
､
山
系
内
部
に
於

い
て
氷
蝕
作
用
を
受
け
た
79
の
が
茶
簸
川
の
曹
河
道
は
沿
以
流

下
し
て
河
水
堆
積
物
と
な
っ
て
ゐ
る
ら
し
い
.O

.I

)I.I.I

rJ
の
堆
積
暦
の
来
報
は
何
鷹
ま
で
潰
-
か
は
不
明
な
る
も
机
､
茅

ノ

水
間
の
街
道
に
沿
ふ
た
渓
流
以
東
に
及
ば
ぬ

ら
し
く
P
榊
射
山
醐
月
と
骨
柳
輝
と
の
間
で
は
宮
川
が
八
ケ
獄
磯
土
層
と
境
界
線
を
成
し
て
ゐ
る
｡

休
月
か
ら
初
ま
-,

L
木
ノ
同
著
宮
大
卒
等
の
部
落
を
縫
ふ

て御
射
山
醐
月
の
酉
を
過
ぎ
金
曜
村
の
速
ま
で
の
間
に
酉

部
出
足
に
密
接
す
る
小
聞
丘
及
び
細
長
夜
凸
面
の
一
列
は
純
触
た
る
古
生
暦
山
地
の
岩
塊
よ
-
成
る
磯
土
管
は
し
て

赤
石
山
系
の
東
北
蓮
に
磯
逢
し
た
備
堆
ポ
丘
と
看
倣
す
べ
き
も
の
で
あ
る
.
乙
Pの
堆
石
丘
は
落
各
村
茅
ノ
木
よ
-
御

射
出
帥
月
に
至
る
間
は
延
長
し
､
甲
州
街
道
の
弓
状
に
屈
曲
し
た
西
側
に
弦
の
如
-

一
直
線
に
走
る
風
道
は
TJ
の
丘

列
の
外
遊
に
沿
ふ
た
凹
地
に
略
ぽ

一
致
し
'
丘
列
の
内
側
に
も
細
長

い
凹
地
が
延
長
し
'
両
凹
地
共
に
度
々
に
小
さ

い
池
永
を
堪
え
､
氷
河
地
形
の
用
語
で
は
極
め
て
小
さ
い
タ
ー
ン
T
arn

と
し
で
匿
別
す
べ
き
も
の
で
あ
る
.

我
々
の
初
め
て
富
士
見
輝
で
下
車
し
て
九
五

一
･
七
光
の
標
石
か
ら
原
ノ
茶
屋
に
至
る
間
の
切
取
り
で
輝
石
安
山

岩
の
岩
塊
を
含
む
磯
士
暦
を
教
見
し
た
場
魔
は
前
に
述
べ
た
弓
と
弦
と
の
間
に
介
在
す
る
丘
列
h
t横
断
す
る
自
動
車

道
路
に
し

て'
表
面
に
近
-
樫
岩
を
爽
ん
だ
嘘
噂
状
の
赤
土
が
そ
の
大
部
分
を
成
し
､
此
の
如
き
赤
褐
色
無
暦
排
の

堆
積
物
は
従
来
我
々
の
櫨
噂
と
呼
ん
で
少
し
も
雌
捕
せ
氾
も
の
で
あ
る
｡
八
月
二
十
七
旦
二
揮
氏
と
共
に
自
動
車
に

中
火
日
本

の
肌
枇
世
永
河
仲
川
に
就

い
て

設

立



也

求

第
十
七
怨

節

-
舵

山ハ

六

て
こ
の
切
取
り
ほ
か
ゝ
-
､
約
百
束
の
間
数
個
の
岩
塊
を
見
た
の
み
で
､

若
し
串
は
し
て
明
瞭
在
る
掻
痕
を
を
の
露

出
衝
に
認
知
せ
在
凡
だ
怒
ら
ば
'

此
等
の
ス
ボ
ラ
デ
ッ
ク
に
含
ま
れ
た
大
岩
塊
の
運
搬
芸
れ
方
を
塾
-
珊
脅
し
得
ず

ほ
仕
舞
っ
た
薯
で
あ
る
｡

我
々
の
掻
痕
を
確
認
し
光
政
大
岩
塊
(罵
異
第

.i
間
)
は
長
篠
二
光
内
外
短
艇

1
米
内
外
に
達
し
､
そ
の
寮
畳
は
千

貫
以
上
あ
る
と
恩
は
れ
'
濃
小
者
は
約
牢
来
重
畳
約
三
十
貫
に
過
ぎ
沿
｡
前
者
の

一
つ
の
面
(
偶
然
に
も
露
出
面
で
あ

っ
た
)
に
保
存
n
れ
た
催
痕
は
親
梅
堆
石
の

一
標
本
(寄
鼻
筋
二
間
)と
趣
を
同
-
し
､
三
つ
以
上
の
方
向
に
略
ぽ
並
淀

す
る
も
の
が
交
叉
し
て
ゐ
る
｡
後
者
は
現
場
ほ
て
は
判
然
た
る
掻
痕
を
親
機
は
夜
ん
だ
が
､
茶
都
に
取
-
寄
せ
た
後

丁
寧
に
そ
の
表
面
の
泥
を
拭
以
去
-
､
斜
光
は
す
か
し
て
初
め
て
掻
痕
の
間
違
夜
-
現
存
す
る
FJ
と
を
知
っ
た
｡

rJ
れ
等
の
鮭
駿
に
ょ
れ
ば
安
山
岩
の
場
令
に
は
衷
南
が
風
化
し
て
痕
跡
を
磨

滅
す
る
TJ
と
も
あ
れ
ば
､
褐
繊
髄
の

度
数
に
被
は
れ
之
を
剥
が
せ
ば
痕
跡
あ
る
表
層
が
共
に
破
壊
す
る
rJ
と
も
あ
-
'
叉
ね
運
搬
す
る
間
に
太

い
新
ら
し

い
も
の
が
出
凍
る
危
険
も
あ
る
事
情
を
知
っ
た
｡
又
は
十
敏
和
以
内
の
小
岩
塊
に
在

っ
て
は
小
n
な
も
の
縄
細

い
使

疾
し
か
な

い
の
を
常
と
し
､
従
っ
て
保
存
さ
れ
難
-
磨
滅
し
易
上

之
を
認
知
す
る
乙
と
は
非
常
に
六
つ
か
し

い
.

又
ね
孜
璃
肇
の
火
山
岩
破
片
に
在
っ
て
は
､
γ
の
圃
滑
在
る
月
数
状
断
口
は
同
質
の
鋭
利
在
る
隅
角
を
有
す
る
他
の

破
片
が
直
角
は
近
い
位
置
で
擦
れ
合
ふ
乙
と
は
よ
っ
て
の
み
修
痕
が
班
凍
る
に
止
み
P
稀
に
金
剛
石
針
で
傷

つ
け
た

如
き
鋭
-
極
め
て
微
細
夜
網
状
の
修
痕
の
交
叉
を
廓
大
鋸
で
初
め
て
寵
め
得
る
｡
乾
に
又
た
斑
晶
を
有
す
る
奴
璃
質

安
山
岩
塊
で
は
斑
晶
た
る
斜
長
石
に
は
粍
-
太
-
窪
み
を
任
じ
'
そ
の
中
間
の
吸
璃
貿
石
基
の
面
に
は
僅
か
に
細
微

な
る
線
が
認
め
ら
る
｡
故
に
安
山
岩
の
掻
痕
の
確
か
な
も
の
は
大

き
在
岩
塊
に
就

い
て
捜
す
の
が
捷
種
で
あ
る
｡
小
さ



い
岩
塊
の
場
合
に
は
飴
ほ
ど
注
意
せ
ぬ
ば
そ
の
痕
跡
を
見
逃
し
易

い
｡
堆
石
研
究
に
替
っ
て
は
不
明
瞭
在
る
掻
痕
を

先
づ
見
つ
け
て
､
疑
な
き
も
の
を
捜
索
す
る
の
順
序
で
あ
る
か
ら
此
の
注
意
が
必
嬰
で
あ
る
｡

次
に
問
題
と
在
る
の
は
安
山
岩
塊
を
含
む
磯
土
で
あ
る
が
､
前
に
述
べ
欠
如
-
所
謂
塊
噂
と
如
何
に
置
別
し
得
る

か
頗
る
困
難
で
あ
る
と
忍
ば
れ
､
之
に
閥
し
て
は
賂
雄
の
精
細
在
る
研
究
に
待
つ
外
在

い
｡
今
我
々
の
霜
に
言
以
得

る
の
は
安
山
岩
堆
石
の
赤
土
は
踊
東
中
野
を
被
覆
す
る
塊
栂
と
贋
に
於

い

て恐
ら
-
同

山
在
る
べ
き
こ
と
で
､-
後
者

は
第
二
次
的
に
氷
河
時
代
の
後
に
欧
洲
の
黄
土
の
如
-
氷
河
遺
跡
あ
る
地
方
か
ら
大
束
の
皆
カ
に
よ
-
運
搬
散
布
し

た
も
の
で
在
い
か
と
の
想
像
が
起
-
'
之
を
作
業
者
詮
と
し
て
研
究
を
進
め
て
は
如
何
と
瓜
ふ
の
で
あ
る
｡

乙
の
地
匿
に
押
し
出
さ
れ
た
安
山
岩
堆
石
の
原
産
地
が
ま
た
常
然
問
題
と
夜
か
'
之
に
関
す
る
踏
査
が
未
だ
行
は

れ
て
ゐ
な

い
｡
触
れ
ど
も
大
階
は
地
形
か
ら
之
を
推
知
し
得
べ
-
'
八
ケ
獄
西
遊
裾
野
は
最
高
峰
赤
線
(
二
'
八
九
九
･

二
光
)
か
ら
酉
に
通
る
阿
滞
陀
羅
(
二
､
八
〇
七
光
)
の
北
か
ら
流
出
す
る
柳
川
と
そ
の
南
か
ら
流
出
す
る
立
場
川
と

の
間
の
約
牛
象
限
の
地
匿
を
成
し
､
和
射
出
醐
月
か
ら
落
命
に
至
る
間
の
堆
石
丘
は
そ
の
商
の
部
分
の
延
長
で
あ
る

此
塵
に
現
存
す
る
氷
河
遺
跡
か
ら
推
足
せ
ば
rJ
の
牢
象
限
の
地
魔
の
上
部
に
潜
る
海
抜
約

一
､
三
五
〇
米
に
蓬
す

る
狙
原
の
附
近
ほ
教
逢
し
た
裾
野
雪
原
を
源
頭
と
し
た

1i
大
氷
原
を
想
像
し
得
る
の
で
あ
る
｡

赤
石
山
系
の
北
鼎
か
ら
東
北
蓮
の
山
鹿
に
就

い
て
は
我
々
の
踏
査
は
末
だ
十
分
で
な
-
'
金
喋
以
北
の
宮
川
渓
谷

左
岸
に
は
坂
室
の
南
に
千
光
以
下
の
小
園
丘
と
想
は
る
J
79
の
が
鮎
々
寵
め
ら
れ
'
多
分
古
生
膚
岩
塊
を
含

む
堆
石

丘
な
ら
ん
と
推
測
rbれ
る
に
止
る
｡

乙
の
断
績
す
る
堆
石
丘
列
の
西
側
に
連
瓦
す
る
山
地
は
古
庄
闇
か
ら
成
わ
.
金
輝
峠

(
二

三

一
五
米
)
以
北
は

中
火
日
本
の
眺
桁
世
永
河
作
用
に
就

い
て

七

七



地

球

第
十
七
各

節

一
班

八

八

1
､
四
〇
〇
米
は
連
す
る
峰
賢
を
さ
も
'
以
南
に
は
千
五
六
百
米
は
高
ま
ゎ
､
富
士
見
相
の
基
山
に
.は
入
笠
山

(
7

九
五
玉
来
)
が
嘱
起
し
て
'
釜
無
川
(
二
㌧

二

六
･五
米
)
は
連
る
｡
乙
の

一
昔
の
分
水
線
は
酉
の
斜
面
は
概
し
て

襟
懐
で
､
粟
に
向
以
急
斜
す
る
虞
が
寵
め
ら
れ
る
｡
五
嵩
分

〓
向
遠
固
帽
に
は
乙
の
屈
曲
が

コ
ン
プ
串
ン
シ
ヨ
ナ
〝

ほ
示
さ
れ
る
79
'
軌
場
で
は
因
谷
の
遺
跡
ら
し

い
79
の
が
凝
々
ほ
磯
風
さ
れ
る
｡
釜
銀
山
の
東
北
は
和
つ
た
谷
預
及

び
そ
の
北
の
標
高

7
､
九
七
〇
米
の
山
頂
の
南
側
の
谷
頭
等
は
等
高
曲
線
が
正
確
な
ら
ば
完
金
在
国
谷
の
形
態
を
有

す
る
も
の
で
在

い
か
と
憩
は
れ
る
｡
入
笠
山
の
米
側
に
も
同
塵
の
形
状
が
あ
っ
て
'
我
々
の
最
初
に
偶
然
見
つ
か
っ

た
原
ノ
茶
屋
の
向
山
堆
石
丘
は
後
者
か
ら
押
し
出
さ
れ
た
も
の
と
看
倣
す
け
捧
路
せ
ぬ
.

以
上
述
べ
た
所
を
蹴
捕
す
れ
ば
'
宮
川
渓
谷
に
於
け
る
氷
河
遺
跡
と
我
々
の
観
足
し
得
る
軍
資
及
び
推
論
は
左
の

加
-
で
あ
る
｡

(
tE
)
御
射
出
榊
月
よ
-
落
合
に
至
る
間
の
左
岸
段
丘
に
は
河
水
堆
積
暦
の
上
に
釜
無
山
塊
と
八
ケ
縁
と
の
両
側
か

ら
押
し
出
さ
れ
た
端
堆
石
の
春
在
す
る
乙
と
｡

(
二
)餌
側
の
山
塊
東
側
に
は
渓
谷
氷
河
が
嘗
て
存
在
し
ね
と
想
は
れ
る
乙
と
｡

(
≡
)東
側
の
八
ケ
羅
裾
野
ほ
は
之
と
興
っ
た
経
慢
在
る
斜
面
を
被
覆
し
た

一
種
の
山
麓
氷
河
が
布
衣
し
た
と
想
は

れ
る
こ
と
｡

(
四
)
此
の
裾
野
氷
河
の
特
色
の

一
は
磯
士
の
大
部
分
が
櫨
栂
と
同
じ
虎
を
赤
土
で
あ
る
FJ
と
｡

乙
の
(
≡
)(
凹
)
二
項
に
闘
し

ては
釜
細
川

東
岸
の
断
崖
及
び
銭
道
沿
線
の
東
北
に
頗
-
分
布
す
る
小
園
丘
の
あ
る

地
匿
は
就

い
て
次
に
述
べ
る
時
に
蒋
説
す
る
｡

(

未
完
)


