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越
中
臭
羽
山
及
び
其
の
西
南
丘
陵
地
髄
の
地
形
学
的
考
察

市

ノ

渡

緒

言

英
羽
山
の
地
形
に
隅
し

ては
､
既
に
辻
村
助
教
授
が

大
正
十
小Tti年
は
饗
表
さ
れ
た

｢
飛
騨
山
脈
の
北
報
に
於

け
る
断
層
崖
の

一
形
式
｣
の
諭
文
中
は
其
の
大
要
教
諭

ぜ
ら
れ
光
｡
英
羽
山
及
び
其
の
四
滴
丘
陵
地
の
地
質
に

就

い
て
は
横
山
博
士
が
昭
和
五
年
に

｢
石
川
富
山
爾
腺

下
の
第
三
紀
層
概
観
｣
と
云
ふ
論
文
を
壁
表
せ
ら
れ
､

そ
の
中
に
英
羽
山
の
地
層
を
も
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
0
此

の
外
地
形
､
地
質
に
銅
す
る
文
厭
は
殆
ど
を

い
様
で
あ

る
0
筆
者
は
昨
年
兼
度
々
英
羽
山
に
族
す
る
磯
骨
む
程

ね
､
其
の
後
望
月
撃
士
､
波
速
光
撃
士
､
飯
坂
撃
士
等

の
諸
撃
友
と
典
に
同
地
方
に
遊
び
種
々
興
味
あ
る
意
見

を
聞
-
rJ
と
が
粗
雑
ね
.
特
に
先
輩
の
今
村
畢
士
は
日

下
越
中
八
尾
の
第
三
紀
層
の
研
究
中
ほ
し
で
'
此
の
論

文
凝
表
に
つ
い
て
も
種
々
有
益
在
る
示
教
は
接
し
た
こ

と
を
鑑
に
粍
-
戚
謝
す
る
次
第
で
あ
る
｡

筆
者
の
研
究
は
主
と
し
て
地
形
で
あ
っ
て
､
其
れ
に

閥
す
る
地
質
む
も
出
凍
得
る
阻
み
調
査
し
て
兄
た
が
､

卒
寒
在
る
丘
陵
地
政
非
常
は
多
-
の
困
難
を
問
題
に
ぶ

つ
か
-
'
到
底
論
文
と
し
て
完
金
,<TJ
期
す
る
事
は
不
可



8
8
で
あ
る
｡
只
大

い
に
考
慮
す
べ
き
曹
両
の
集
多
の
疑

問
を
少
し
で
も
解
決
し
た
い
と
恩
以
'
様
畢
AJ瀬
す
発

表
し
諸
賢
の
御
示
教
を
乞
は
人
と
す
る
次
折
で
あ
る
｡

呉

羽

山

地

方

積
商

一
四
五

∴
二
光
と
こ不
す
城
川
を
中
心
と
し
て
'

東
北
よ
･｡
西
縞
に
走
る
丘
陵
地
は
長
さ
八
粁
以
上
に
超

し
'
其
の
束
南
端
の

1
牛
は
極
め
て
新
し
い
斯
居
住
を

保
存
し
て
ゐ
る
｡
=失
羽
山
は
此
の
城
山
山
塊
の
東
北
に

音
∵C

位
置
し
'
最
高
七
六

･
四
米
で
あ
る
｡
此

の

斯
官
崖
は

辻
村
助
教
授
に
依
っ
て
発
見
さ
れ
､
炎
羽
断
官
位
と
呼

ば
れ
わ
.
仰
此
の
丘
陵
は
其
の
レ
ン
ズ
･
エ
ン
ド
･
ポ
ケ

ッ
ト
成
骨
状
態
か
ら
見
て
､
嘩
位
を
受
け
た
背
屈
状
地

の

1
部
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
地
形
上
は
rJ
れ

を
傾
動
地
塊
と
考

へ
る
こ
と
に
は
少
し
の
疑
問
も
起
ら

な

い
｡
又
渡
遵
奉
士
も
賓
際
に
此
の
地
形
に
接
し
金
-

傾
動
地
塊
で
あ
る
と
の
意
見
を
洩
し
た
.
苗
で
は
只
其

の
地
塊
を
林
成
す
る
地
質
が
水
成
岩
で
も
特
に
榛
-
新

し
い
も
の
に
鳥
し
､
又
走
向
傾
斜
も
比
較
的
明
瞭
で
あ

る
鮎
か
ら
'
何
か
地
質
的
に
も
詳
細
な
ず
証
と
禅
た
い

鐘
や
兵
羽
山
及
び
井
の
西
南
丘
陵
地
膿
の
地
形
串
的
孝
養

筋 一 同 紳油川増しに見1e-LR=羽噺官曜

(中央食丘畦亀上に讐ゆるLLJ,は■王LJlでその左OtJIJLが山H村JL方)



地

球

節
十
七

せ

と
考

へ
る
｡

英
羽
山
脚
及
び
城
山
の
大
部
分
は
何
れ
も

砂
及
び
凝
次
男
の
粘
土
層
で
､

一
般
に
輩
褐
色
で
あ
る

が
場
所
は
依
っ

ては
育
黄
或
は
育
禍
の
瓦
暦
か
ら
な
-

走
向
は
北
東
七
十
度
内
外
'
僻
斜
は
北

へ
式
十
度
内
外

に
達
し
､
安
登
助
､
大
卒
､
川
勅
等
の
断
簡
崖
は
明
瞭

に
露
出
し
て
ゐ
る
｡
此
の
地
層
上
は
砂
泥
層
を
挟
凡
で

磯
暦
が
非
常
ほ
ぼ
-
堆
積
L
t
花
崩
岩
p
片
麻
岩
､
閃

練
岩
等
の
灘
が
最
も
目
立
ち
種
十
糎
乃
至
二
十
糎
の
大

き
r
uの
も
の
が
政
も
多

い
｡
此
の
状
況
は
大
平
よ
-
悼

茶
屋
に
至
る
間
道
蓮
に
於
で
最
も
明
瞭
で
あ
る
｡
更

は

其
の
上
に
黒
褐
色
の
L鮎
土
層
が
略
同

一
走
向
で
傾
斜

79

同
方
向
に
十
度
内
外
で
堆
積
す
る
｡
此
の
闘
係
は
央
御

山
頂
は
於
で
も
容
易
に
観
察
さ
れ
る
が
､
八
ケ
山
遊
園

地
停
留
場
に
於
で
液
も
明
瞭
で
あ
る
｡
荷
此
等
の
粘
土

層
は
英
朋
騨
東
商
か
ら
音
作
地
方
は>
露
出
す
る
砂
'
粘

土
の
互
層
と
胸
係
を
持
つ
も
の
ら
し
-
､
此
等
の
地
方

の
傾
斜
は
殆
ど
水
平
は
近
-
小
断
層
も
揮
っ
て
ゐ
る
O

史

に
此
の
地
方
か
ら
南
方
城
山
山
縁
は
か
け

ては
磯
暦

の
露
出
が
未
だ
明
瞭
で
な

い
｡

(九
)

八
尾
地
方
に
露
出
せ
る
第
三
紀
層
と
不
赦
山谷
Hに
砂
と

鰐
三
雛

]
…0

(

五

C)

や

園
灘
よ
-
な
る
別
の
地
厚
が
堆
積
し
て
ゐ
る
､
其
の
踊

係
を
英
羽
山
地
方
ま
で
追
跡
し
て
見
る
乙
と
は
誠
に
合

川
的
を
事
で
'特
に
城
塾
の
砂
､
磯
暦
も
蘭
扇
状
地

の
一

部
と
見
る
必
要
が
あ
る
｡
し
か
し
英
羽
山
の
基
部
暦
は

上
部
の
厚

い
機
暦
及
び
そ
の
間
舵
挟
9品

で
ゐ
る
砂
暦

及
び
上
表
の
粘
土
層
と

一
府
さ
の
も
の
か
或
は
不
整
各

か
は
米
だ
明
瞭
で
な
い
が
､

恐
ら
-
別
の
系
統
で
あ
ら

う
0
池
旺-
甘
辛
山
本
の
基
底
の
砂
厨
か
ら
二
枚
月
の
化

石
が
出
る
｡
文
楽
迅
御
舟
字
寺
町
の
西
北
の
断
固
崖
か

ら
植
物
化
石
も
周
る
と
今
村
撃
士
か
ら
乗
っ
た
｡
地
層

の
時
代
を
決
定
す
る
材
料
と
し
て
は
飴
･Jl
に
貧
窮
で
'

む
し
ろ
此
の
地
方
の
研
究
は
八
尾
地
方
の
調
奇
に
依
存

す
べ
き
で
あ
る
｡

1.i
.)

柏
山
博
士
の
八
尾
続
の
研
究
か
ら
英
羽
山
丘
陵
の
地

層
は
洪
積
世
か
鮮
新
世
最
後
に
出
凍
た
極
-
新
し

い
も

の
で
あ
ら
う
と
｡
こ
れ
は
恐
ら
-
城
壁
の
砂
､
閲
磯
の

時
代
を
指
示
さ
れ
て

ゐ
る
も
の
と
解
稗
出
凍
る
｡
日
下

八
尾
枕
の
研
究
に
滝
頭
n
れ
て
ゐ
る
今
村
撃
士
の
意
見

に
依
れ
ば
横
山
博
士
の
城
山
の
泥
暦
上
は
配
に
二
暦
を

置
q
J､
を
の
最
上
｣暦
を
英
御
山
暦
と
見
放
し
､
･問
此
の



暦
は
金
棒
卯
炭
山
層
と
封
比
し
鹿

い
と
述
べ
ら
れ
た
｡

鬼
は
角
弘
羽
E
基
部
の
地
層
は
第
三
紀
政
終
末
の
も
の

と
考

へ
､
且
つ
南
部
八
尾
続
の
延
長
と
尤
倣
し
庇

い
｡

城
川
の
頂
か
ら
北
酉

へ
千
米
内
外
の
山
側
が
十
度
内

外
の
傾
斜
堅

ホ
し
な
が
ら
西
典
鋼
材
の
叩
精
地
に
消
失

し
て
ゐ
る
｡
群
な
る
侵
蝕
地
形
で
は
老

い
.
基
部
暦
の

走
向
傾
斜
の
全
然
南
部
山
田
柑
地
方
と
典
在
る
は
傾
動

運
動
の
廃
位
に
ょ
る
結
果
と
考

へ
庇

い
｡
暦
の
北
方
傾

斜
角
皮
の
大
き
-
出
側
線
の
傾
斜
方
向
と

一
致
し
て
ゐ

る
都
も
地
形
上
の
解
秤
と
賓
際
と
の

1
敦
を

ホ
す
材
料

で
あ
る
｡

次
に
断
層
崖
は
極
め
て
新
し
-
傾
斜
79
七
十
庶
内
外

に
達
し
'
醐
迫
川
或
は
其
の
支
流
が
同
昆
側
を
侵
蝕
或

は
堆
積
被
覆
し
た
事
は
勿
論
で
あ
る
が
'
他
の
越
中
諮

河
川
附
近
ほ
見
る
様
を
段
丘
は
殆
ど
登
逢
し
て
ゐ
な

い

又
春
荘
し
て
も
現
伸
鵜
平
野
の
魂
丘
で
友
坂
､
藤
子
附

妃
は
乙
れ
で
あ
る
｡
城
山
の
直
下
の
高
度
四
十
米
の
小

平
坦
地
と
か
'
炎
羽
山
脚
の
二
相
の
四
十
米
の
山
塊
の

如

き
は
極
め
て
少
-
､
世
に
此
れ
む
以
で
構
造
上
の
電

姿

を
問
題
を
論
ず
る
事
は
非
常
は
危
険

であ
る
｡
開
基

越
中
炎
羽
山
及
び
兆
の
ー唱
耐
丘
陵
地
雌
の
地
形
蝉
的
考

･3%
5

羽
両
脚
の
二
小
出
塊
は
地
質
も
ー
走
向
傾
斜
79
金
-
英

羽
山
の
も
の
と
同

一
で
あ
る
｡
(
第

｣
岡
電
異
参
照
)

庄
川
段
丘
と
断
層

(川
-

越
中
閥
城
端
町
附
近
か
ら
東
北
乃
至
束

々
牝
の
方
向

に
走
る
こ
と
二
十
五
粁
の
断
畢

雌
に
就
で
は
辻
村
助
教

授
が
日
本
地
形
誌
に
於
て
其
の
成
因
の

1L
鼎
を
述
べ
ら

れ
て
ゐ
る
｡
此
の
断
層
崖
は
城
珊
町
及
び
井
波
町
の
東

北
に
明
瞭
に
伺
は
れ
る
が
､
其
の
断
層
崖
の
乾
に
束
北

を
追
跡
す
る
と
庄
川
よ
-
東
北
般
若
和
事
徳
嵩
附
近
か

ら
は
上
述
の
如
き
明
瞭
さ
を
消
失
し
て
ゐ
る
｡
只
苗
は

問
題
に
な
る
の

は
此
の
附
近
の
断
簡

崖の
末
端
か
ら
庄

川
の
大
段
丘
が
砕
状
に
北
方

へ
長
-
礎
達
し
南
方
二
十

米
か
ら
北
方
十
米
内
外
の
崖
を
作
っ
て
､
氾
濫
原
と
丘

陵
両
線
と
の
間
に
吋
な
-
廉

い
段
丘
面
を
作
っ
て
ゐ
る

こ
と
で
あ
る
O
r
u七
二
寓
五
千
分
の

tl
の
地
形
図
に
依

っ
て
考
察
す
る
に
段
丘
面
上
に
は
断
暦
に
依
る
鍵
位
は

全
然
在
-
'
又
賓
地
踏
査
に
於
で
も
何
等
手
懸
-
を
稗

在

い
が
､
都
田
川
の
侵
蝕
'
破
壊
､
埋
積
､
運
搬
等
の
作

用
か
ら
推
定
し
て
丘
陵
山
繰
下
の
断
簡
昆
も
明
瞭
に
保

去
れ

;i

-



地

煉

約
十
七

怨

春
さ
れ
る
可
能
性
は
極
め
て
少
-
､
か
､/
る
試
論
h
l
弧

張
す
る
郷
が
却

っ
て
不
皆
で
あ
っ
て
､
む
し
ろ
備
州

付

中
枢
ノ
木
､
.竹
頂
の
博
邦
丘
陵
地
山
錐
が
東
北

へ
異
匪

に
走
ら
地
形
上
其
の
延
長
と
見
放
し
庇

い
｡
地
質
奪
攻

の
筆
者
に
は
断
層
操
と
磯
表
r
uれ
た
場
所
に
は
何
か
轡

位
上
の
安
静
が
多

少
あ
っ
て
よ
い
と
云
ふ
先
入
意
識
が

(I.ハ)

働

い
て
凍
る
｡
し
か
し
か
つ
て
筆
者
が
越
中
常
嚇
寺
川

扇
状
地
基
部
の
地
形
を
研
究
し
た
際
に
､
か
J
る
考

へ

が
必
ず
し
も
地
の
形
態
撃
の
如
き
部
門
の
研
究
に
は
必(八
)

嬰
で
あ
る
と
は
考

へ
ら
れ
な
か

っ
た
｡
何
と
な
れ
ば

越

中
の
第
三
紀
新
静
中
の
水
成
岩
或
は
第
四
紀
の
蕃
扇
状

地
の
地
質
の
如

き
は
砂
､
磯
､
凝
表
土
'
砂
灘
の
如

き

極
め
て
侵
蝕
n
れ
易

い
性
質
の
も
の
で
p
其
の
上
か

J

る
大
河
流
の
氾
濫
地
境
に
於
て
は
､
例

へ
か
!
る
断
層

線
が
安
泰
し
た
と
し
て
も
､
展
の
断
健
康
は
庄
川
段
丘

形
成
以
後
は
属
す
る
も
の
で
老

い
眼
-
､
明
瞭
は
あ
ら

は
れ
る
筈
は
安

い
か
ら
で
あ
る
｡

庄
川
段
丘
は
井
波
町
の
東
北
下
三
倉
新
で
は
高
庇
八

十
米
を
れ
よ
-
次
第
は
高
庇
む
減
じ
北
方
弓
滑
水
で
は

三
十
米
に
達
し
'
此
の
高
庇
差
茸
に
五
十
米
内
外
に
連

第
三
批

二
岩

末
こ

し
両
地
鮎
間
の
距
離
の
み
で
も
資
は
五
肝
に
及
ぶ
｡
此

等
の
段
丘
は
糠
段
丘
で
あ
っ
て
､
庄
川
が
運
搬
堆
積
し

た
圃
激
か
ら
在
る
｡
圃
磯
の
主
在
る
も
の
は
上
流
淵
の

片
麻
岩
､
花
繭
岩
'
閃
抹
岩
等
で
描
平
を
も
の
が
日
i>7

っ
て
見
え
る
｡
大

き
r
Jは
種
十
糎
か
ら
三
十
粕
内
外
の

も
の
が
多
-
､
段
丘
の
上
部
は
灘
を
混
じ
た
赤
褐
色
の

薄

い
粘
土
に
依
っ
て
被
授
n
れ
て
ゐ
る
.
薦
扇
状
地
と

錐
も
越
中
平
野
の
両
線
に
あ
る
古

い
扇
状
地
中
の
極
-

新
し

い
も
の
と
対
比
出
凍
る
O
又
庄
川
段
丘
崖
は
其
の

後
の
庄
川
の
侵
蝕
を
豪
-
､
河
流
の
現
屈
曲
と
略
同

一

の
方
向
角
度
計
以
て
北
方
は
低
下
し
て
ゐ
る
｡
庄
川
段

丘
の
聡
連
が
断
層
蔑
下
を
不
明
瞭
は
し
た
外
庄
川
の
薦

河
流
が
侵
蝕
破
壊
し
た
乙
と
79
常
黙
考

へ
ら
れ
る
.
只

五
薗
分
の

一
の
地
形
図
で
は
同
断
静
が
此
の
段
丘
崖
と

..
致
す
る
棟
に
見
え
る
が
､
現
段
丘
崖
は
決
L
tJ
か
J

る
も
の
で
は
夜

い
O

辻
村
助
教
授
は
此
の
問
の
闘
係
を
説
明
す
る
に
潜

み

過
去
の
断
層
淘
樺
の
付
置
を
指
示
す
る
も
の
と
考

へ
ら

れ
る
と
論
ぜ
ら
れ
て
み
る
｡
現
在
の
砺
波
平
野
が
地
質

時
代
の
終
末
は
帽
で
あ
っ
た
と
考

へ
る
串
は
地
形
上
の



′う-
j
～.Lu.一

多
-
の
困
難
な
問
題
を
解
決
し
て
-
れ
る
｡

次
に
支
流
和
田
川
は
桝
棉
野
村
学
上
利
別
､
両
岡
附

近
ほ
於
三
馬
ru五
十
米
内

外
の
平
坦
面
を
形
成
･)
で
ゐ

る
｡
現
在
の
谷
底
は
鼎
皆
伐
-
段
丘
捜
準
而
五
十
兼
よ

姉 _- 園

庄川段丘 f･.の和ItJl帽 曲

越
中
=.･X
羽
山
及
び
此
ハ
の
輔
耐
丘
陵
地
船
の
地
形

塀的
考
雛

-,l
低
さ

こ
と
十
玉
東
乃
至
十
米
で
あ
る
｡
求
刑
所
入
日

の
谷
で

は
第
三
紀
層
が
露
出
す
る
｡
特
に
砂
､
貼
土
､

捉
衣
貿
士
の
互
圏
か
ら
夜
-
､
虻
は
西
方
丘
陵
地
昔
で

は
地
層
の
大
部
分
が
ポ
基
小
磯
か
ら
を
-
､
そ
の
間
は

砂
暦
を
挟
ん
で
ゐ
る
｡
此
等
と
不
整
合
に
新
し
い
別
の

磯
暦
､
粘
土
が
乗
っ
て
ゐ
る
｡
谷
は
深
-
俊
蝕
は
窮
四

解
凍
の
平
静
時
期
を
経
て
紋
所
状
態
を

ボ
し
て
ゐ
る
｡

金
閣
か
ら
見

て和
田
川
岬
鵜
原
と
見
る
べ

き
段
丘
面
上

の
大
平
相
通

は本
流
庄
川
の
堆
積
に
か
!
わ
-
'
現
在

呼
刺
仕-
川
は
そ
の
蔑
分
を
負
捨
し
ね
と
見
放
す
方
が
通

常
で
あ
ら
う
｡
(

第
二
岡
参
照
)

金
山
村
及
び
苛
川
村
地
方

･〓
.-

嘱
披
平
野
の
西
北
端
の
断
簡
崖
は
'
伏
木
町
よ
か
西

南

へ
約
二
十
五
粁
の
長
距
離
む

1
直
線
に
走
る
｡

こ
れ

二
上
断
層
最
に
し
て
､
高
清
水
断
簡
毘
と
北
ハに
過
去

の

侮
岸
地
形
を
指
示
す
る
も
の
で
は
な

い
か
と
云
ふ
辻
村

助
数
接
の
教
表
に
多
-
の
ヒ
ン
ト
を
得
る
｡
晦
優
の
簡

明
T<kt確
茸
に
す
る
有
力
な
る
材
料
は
未
だ
何
も
聴
見
し

な

い
が
'
金
山
村
附
妃
の
地
形
は
沈
降
地
形
計
二不
し
'

.･二

1L

;j
∴



地

球

節
十
七
穆

能
登
草
島
の
基
部
氷
見
地
方
は
見
る
地
形
と
同

一
で
あ

(川)

-
､
且

っ
北
陸
唯

一
の
藤
式
的
越
前
の
沈
降
盆
地
に
見

る
兼
に
一
時
源
で
あ
っ
た
と
考

へ
庇

い
.
肝
年
地
形
で

あ
る
越
前
盆
地
に
此
し
金
川
村
地
方
は
平
夷
な
る
丘
陵

地
で
あ
る
革
の
相
違
を
別
に
し
て
､

は
金
-
同

一
で
あ
る
｡
菅
井
谷
の

如
き
は
海
退
と
共
に
下
楳
川
の
運

ん

で
凍
ね
岩
層
が
此
の
底
地
を
埋

蔵

し
た
｡
地
異
は
砂
､
粘
土
の
互
厨

か
ら
夜
か
､
粘
土
は
良
質
ほ
し
で

充
の
原
料
に
佐
用
し
て
ゐ
る
が
､

此
の
粘
土
は
丘
陵
地
各
般
は
発
達

し
て
ゐ
る
｡
今
暇
-
ほ
菅
井
谷
を

中
心
と
し
て
現
在
の
沖
荷
谷
が
擬

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
'
リ
ア
ス
式

梅
岸
に
見
る
様
に
谷
中
野
は
三
角

江
は
相
脅
し
､
現
在
の
下
候
川
は

溺
谷
と
し
三

比
況
夜
沈
降
海
岸
を

形
成
す
る
で
あ
ら
う
｡
件
に
霜
に

特
賂
す
べ
き
特
徴
は
下
僕
川
が
此

他
の
細
で
の
闘
係

節

三

兆

三
二

五

四

の
谷
平
野
の
略
中
英
を
流
れ
'
相
常
泥
-
侵
蝕
し
殆
ど

(九
)

屈
曲
聖
杯
ruな

い
こ
と
で
あ
る
｡
騨
覆
る
河
蝕
の
改
明

む
此
の
地
貌
の
説
明
に
代
ふ
れ
ば
､
河
の
粟
酉
は
長
-

饗
逢
せ
る
谷
平
野
の
説
明
が
'
下
憧
川
の
小
末
流
の
み

が
作
っ
た
平
野
と
し
て
は
静
か
に
大
き
-
且
つ
丘
陵
地

節



の
平
野
は
終
る
川
側

孤

が

想

像

以
上
は
急
傾
斜
聖
ポ
す

轟
賓
は
到
底
説
明
出
水
な

い
｡
荷
興
味
あ
る
却
柄
は
沖

積
谷
の
沈
降
堆
積
後
薄
び
丘
陵
地
各
般
の
降
起
せ
る
事

で
あ
る
｡
下
楳
川
の
上
流
部
菅
井
谷
の
南
方
野
中
'
上

押
土
等
附
近
ほ
於
で
は
河
は
砂
灘
'
泥
土
中
を
朝
曹
操

く
侵
蝕
し
窮
三
紀
未
の
地
層
ほ
ま
で
達
し
､
証
に
上
流

宮
ヶ
谷
,
水
谷
方
面
で
は
侵
蝕
復
活
に
依
-
回
春
の
状

を
量
し
て
ゐ
る
｡
故
に
下
憧
川
の
薦
流
は
現
在
の
河
流

に
此
し
て
進
に
賜
-
'
其
の
他
ほ
か
し
る
叩
精
谷
を
作

る
機
巧
が
あ
る
と
す
れ
ば
断
層
に
依
る
土
地
の
隆
起
沈

降
の
交
互
運
動
を
考

へ
る
事
も
今
迄
の
説
明
を

一
層
有

利
に
専
-
753
の
で
あ
る
.
(

第
三
固
愛
憎
)

次
に
注
目
す
べ
き
は
山
E
=
川
の
中
流
部
音
川
村
地
方

の
地
形
で
あ
る
.
南
方
第
三
紀
暦
の
構
造
に
摘
し
て
は

(/1t)
横
山
陣
ijlの
敬
表
が
あ
-
､
又
そ
の
中
に
中
村
教
授
の

聖

農

も
凝
表
さ
れ
て
ゐ
る
｡
八
尾
か
ら
井
波
問
の
第

三
紀
層
に
見
る
諸
性
質
は
音
川
村
地
方
の
基
部
暦
数
な

す
第
三
紀
瀞
ほ
も
よ
-
符
合
し
､
地
層
は
概
し
て
北
方

は
傾
斜
し
て
ゐ
る
｡
東
商
山
田
相
の
第
三
配
厨
は
走
向

傾
斜
の
闘
係
か
ら
構
造
線
が
河
の
近
-
に
春
衣
す
る
ら

越
中
=.蒜

山
及
び
北
ハ
の
何
桁
丘
陵
地
鵬
の
地
形
塀
的
考
察

し

い
｡
叉
今
村
撃
士
も
調
査
の
柿
基
中
村
教
授
と
同

1i

意
見
で
兼
北
兼
を
始
め
二
三
の
兼
業
夜
構
造
線
の
あ
る

こ
と
を
述
べ
ら
れ
た
が
､
.奥
羽
断
層
と
如
何
な
る
閑
係

に
あ

る
か
'
又
如
何
な
る
時
期
の
も
の
か
は
明
で
在

5,

両肘川の河岸段丘の一部



地

政

酢
十
七
&
1

(
.-f
)

膏
川
村
の
第
三
紀
層
は

横

山

博
士
の
八
尾
流
の
1L
部

で
城
川
の
泥
層
と
馳
係
あ
る
ら
し
い
｡
北
五
十
匪
所
の

走
向
で
北

へ
二
十
五
度
傾
斜
し
て
ゐ
る
｡
外
輪
野
附
近

で
は
砂
暦
上
に
木
葉
合
に
磯
暦
が
氷
る
｡
山
m
川
は
四

段
の
段
丘
む
作
っ
て
東
方

へ
流
怖
曲
流
計
二
不
す
｡
膏
川

村
の
平
坦
地
は
洪
枯
暦
と
見
る
べ
き
砂
塵
暦
沈
積
後
の

隆
週
の
結
基
や
う
や
-
若

い
地
形

と
な
っ
た
も
の
で
'

谷
は
復
晒
し
て
盛
に
侵
蝕
し
て
ゐ
る
｡
幼
年
期
を
脱
し

て
未
だ
時
期
も
縫

い
地
形
と
見
放
r
Jれ
る
｡
飯
奴
撃
士

も
隆
起
に
よ
る
河
塊
の
開
折
が
未
だ
充
分
で
な

い
と
云

ふ
詮
明
を
試
み
ら
れ
た
｡
蛮
く
考

へ
て
大
腰
は
託
せ
ば

炎
羽
山
及
び
其
の
四
両
丘
陵
地
雅
は
英
羽
山
断
暦
と
高

精
水
断
層
と
の
間
に
位
鮮
す
る
地
塊
で
あ
っ
て
､
地
質

は
洪
楕
暦
と
見
る
べ
き
秒
､
粘
土
が
そ
の
衷
槍
h
lな
し

数
社
は
此
の
丘
陵
地
背
が
全
般
的
は
隆
適
し
て
ゐ
る
こ

と
で
あ
る
｡
(

第
四
同
塵
照
)

結

論

越
中
平

野
申
に
牛

島
の
如
-
西
南
か
ら
朱
北
に
起
伏

す
る

一
碑
の
丘
陵
地
は
幅
八
軒
内
外
を
保
ち
な
が
ら
延

節

三
批

三

四

五
六

長
約
十
六
'
七
粁
ほ
蓮
す
る
.
且
つ
泰
西
の
二
大
断
暦

(≡)

は
越
中
中
野
四
速
及
び
能
寮
牛
島
の
諸
灘
造
線
と
ー-1を
同

IF
の
方
向
を
耶
す
｡
rJ
れ
明
か
に
同
地
ガ
全
般
的
に
行

な
は
れ
た
地
殻
運
動
と
共
和
的
袖
係
を
有
す
る
rJ
と
を

意
味
し
､
仝
然
個
別
的
存
在
に
依
っ
て
覗
形
態
を
保
持

(七)

す
る
も
の
で
は
行

い
こ
と
で
あ
る
｡
又
此
地
方
全
般
の

畿
蓮
史
を
知
る
に
は
極
め
て
戯

い
範
囲
の
研
究
を
必
要

と
す
る
ば
か
-
で
在
-
､
越
中
坑
三
紀
暦
上
に
堆
積
す

る
洪
積
層
と
児
撤
す
べ
き
磯
暦
､
粘
土
層
の
堆
積
状
況

に
つ
い
て
も
可
な
-
挽
郷
を
問
題
に
出
愈
ふ
笛
で
あ
る

叉
卒
夷
な
る
丘
陵
地
の
研
究
で
あ
る
名
'
そ
れ
だ
け
多

-
の
困
難
を
督
面
の
問
題
が
超
か
'
地
質
挙
上
の
僻
曜

よ
-
も
地
排
的
考
察
が
異
に
近

い
榊
答
を
典

へ
る
も
の

で
は
夜
か
ら
う
か
｡

(二
)

典
羽
山
の
傭
動
地
塊
は
葡
扇
状
地
氾
濫
.iS
の
婁
位
を

受
け
火
事
賓
は
'
断
層
康
か
ら
伺
以
和
る
上
表
地
層
の

硯
係
か
ら
明
ら
に
訟
rqJ
せ
ら
れ
た
.
叉
地
形
か
ら
見
て

も
地
塊
の
隆
起
以
前
に
は
廿
里
相
手
義
輝
の
北
方
か
ら

池
田
柑
草
北
神
川
地
方

へ
か
け
て
同
様
の
嘗
氾
濫
原
を

(I:()

形
成
し
て
ゐ
ね
都
は
師
資
で
あ
る
0
棉
此
の
段
丘
は
常



餌
寺
川
韮
郷
土
投
射
の
段
丘
と
封
此
出
凍
る
戒
だ
が
､

磯
の
大
in,n
は
進
に
少
ru
レ
0

金
山
和
牛
青
井
谷
を
中
心
と
す
る
地
方
は
'
そ
れ
以

前
は
於
て
班
に
士
地
金
舷
の
沈
降
が
行
な
は
れ
で
沈
積

谷
を
作
-
'
佃
此
の
逆
軌
は
砺
波
平
野
東
南
の
断
層
と

関
係
を
持
つ
も
の
で
､
断
層
に
依
る
両
地
魂
相
互
の
沈

降
に
於
て
'
現
砺
波
平
野
坤
梼
原
の
東
部
の
沈
降
が
大

き
か
っ
カ
と
考

へ
る
都
が
'
此
の
間
の
紋
別
を

1
暦
容

易
怒
ら
し
め
る
○

丘
陵
地
健
南
部
の
砂
､
磯
厨
沈
積
後
隆
起
が
始
せ
-
､

山
田
川
の
如
き
は
四
段
の
段
丘
を
作
-
'
金
山
村
の
沈

積
谷
中
の
下
楳
川
の
枚
惜
と
共
に
興
味
あ
る
材
料
と
考

へ
ら
れ
る
｡

次
は
此
の
丘
陵
地
碑
は
石
動
地
盤
山
脈
と
相
射
し
て

地
形
聾
上
の
地
盤
丘
陵
に
し
て
部
分
的
に
沈
降
､
断
絶
､

傾
動
等
の
運
動
も
行
は
れ
ね
が
'
現
在
は
此
の
丘
陵
地

全
般
の
隆
起
を
訟
め
る
｡

(昭
利
六
年
十
月
三
日
･:剛
山
地
聯
耶
沈
6
=
に
て
粥
杭
従
来
し
た
も
の
)

参

考

文

厭

(
〟
)
今
村

外
紙

裡
宕

付
.I-;
肘
噺
他
部
故
糾
せ

Z
o
n
e
L
2
Co

l

･

X

(
ニ
)
辻
村

太
郎

｢
飛
脚
山
脈

の
北
端
に
於
け
る

防
府
椛
の
l
形

式
｣
地
軸
蝉
評
論

大
正
十
北
咋

節
二
谷

(
≡
)
党
月

勝
梅

｢
離
丑
年
砧
述
部
を
巾
心
と
せ
る
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