
地

球
第
甘
塩
巷

凝
血JPq鶴
昭
和
萎

ハ
月

盲

姫
川
中
､
下
流
沿
岸
の
地
質
並
び
に
姫
川
渓
谷
の

地
質
構
造
的
意
義

(
問
駁
節
十
二
版
廿
)

笹

倉

正

夫

序

姫
川
中
流
以
下
即
信
濃
北
安
曇
郡
北
小
谷
柑
裸
馬
以
北

の
地
域
は
､
銭
造
省
黍
嶋
の
下
に
昭
和
五
年
秋
約

一
ケ
月

主
と
L
y
政
道
敷
設
像
定
地
た
る
姫
川
沿
岸
は
放
て
､
私
の
地
質
調
査
を
督
A
だ
慶
で
あ
る
｡
姫
川
中
流
以
下
の
地

た
る
や
p
主
要
道
路
は
姫
川
川
筋
'
曹
術
道
の

二

二
を
除
け
ば
殆
ル
ビ
存
在
せ
ず
､
叉
谷
壁
の
傾
斜
は
地
形
園
で

も
知
ら
れ
る
通
-
'
時
に
は
四
十
皮
を
越
す
轟
の
急
傾
斜
で
二
'
三
宮
米
の
谷
壁
は
金
-
寮
饗
を
許
さ
な

い
｡
荷
そ

の
上
に
姫
川
の
支
流
は
教
本
は
過
ぎ
ず
細
流
は
進
入
を
妨
げ
.
地
質
調
査
に
は
此
の
上
無
-
怒
伐
件
の
下
は
在
る
.

然
し
裾
も
戴
遺
省
の
人
々
の
測
地
中
で
あ
っ
た
た
め
､
姫
川
に
恨
設
せ
ら
れ
た
竜
ツ
コ
や
新
し
-
開
か
れ
た
細
桜
に

恩
は
ぬ
便
宜
を
相
.
荷
水
量
の
少
か
つ
ね
の
を
刺
し
て
入
れ
る
だ
け
の
谷
は
す
べ

て故
渉
し
て
不
浦
足
乍
ら
地
質
園

を
作
製
す
る
rJ
と
が
出
凍
ね
｡
但
し
種
々
の
事
情
の
食
め
あ
ま
み
遠
-

へ
河
道
を
離
れ
夜
か
つ
ね
た
め
に
暦
序
や
地

膚
分
布
開
明
上
に
隔
靴
痛
棒
の
感
を
抱
か
何
で
も
を

い
｡
従
っ
て
有
期
岩
層
の
構
造
に
付

い
て
は
材
料
の
不
足
と
洩

賦
川
中
.
下
流
沿
樺
の
地
成
就
び
忙
姫
川
淡
谷
の
地
質
柵
治
的
潜
鶴

四
o
盗
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球
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十
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令

姉

六

郎

囲

実

二

才
の
た
め
不
完
金
の
鹿
が
多
-
'
そ
の
後
帯
び
訪
れ
る
の
磯
を
願
以
乍
ら
未
だ
果
す
fJ
と
が
出
凍
な

い
が
葡
閲
を
そ

の
悪
ゝ
陰
底
に
減
以
込
U
の
も
本
意
な
ら
ず
､
本
文
敷
革
す
る
｡
然
し
所
謂
糸
魚
川
静
岡
練
の
北
部
代
表
と
さ
れ
で

ゐ
る
姉
川
渓
谷
の
性
質
に
凱
L
Y
は
充
分
在
材
料
を
程
iJ
か
ら
､
既
に
姉
川
上
流
で
求
め
た
革
質
と
併
せ
で
､
本
文

の
後
年
で
之
h
l述
べ
､
譜
異
の
御
叱
正
を
希
ふ
次
第
で
あ
る
｡

此
ほ
､
中
流
以
下
の
地
に
付
で
調
奄
す
る
の
概
を
得
る
に
努
め
て
下
さ
つ
ね
本
間
兼
任
'
調
査
中
色
々
の
援
助
と

便
宜
と
教
典

へ
ら
れ
た
戟
道
省
虜
岡
建
設
事
務
所
の
方
々
に
戚
謝
切
恵
む
表
す
る
.

上

p

姫
川
中
流
p

下
流
沿
岸
の

7
般
地
質

｢

古

生

屠

古
生
暦
の
名
宿
敵

用ゐ
る
が
､
今

迄
金
-
化
石
を
探
し
得
な
い
地
層
で
時
代
は
封
す
る
確
認
を
有
し
な

い
｡
明
に

古
姓
層
と
栴
し
狩
る
の
は
明
晶
出
に
現
れ
る
青
梅
石
衣
岩
の
頂

き
だ
け
で
あ
る
｡
そ
の
他
は
岩
質
が
中
生
暦
と
興
っ

て著
し
-
破

い
た
め
p
今
迄
の
習
慣
は
捉
つ
tて
此
-
呼
ぶ
｡
着
任
暦
の
分
布
は
信
濃
北
小
谷
村
腰
板
か
ら
越
後
小
瀧

ヨ
カ
ハ

柑
平
岩
に
至
る
購
川
沿
岸
､
横
川
の
姻
州
と
合
流
す
る
地
鮎
か
ら
下
流
根
知
村
根
小
屋
迄
の
沿
岸
及
び
そ
の
以
間
地

域
で
あ
る
｡
塵
坂
か
ら
卒
岩
附
近
迄
の
i;
佳
暦
は
砂
岩
､
粘
板
岩

(
又
は
貫
岩
)
が
鰻
坂
附
近
ほ
､
黒
色
珪
質
岩
p

角
岩
が
平
岩
附
鑑
に
多
-
､
時
に
純
色
の
美
し
い
坂
岩

(
-)
層
数
十
糎
厚
)
も
見
ら
れ
る
O
砂
岩
は
陪
夜
色
'
中
粒

で
長
石
井
を
有
L
t
時
に
一
層
が
十
米
棟
の
幅
で
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
C
貫
岩
は
主
に
砂
岩
中
は
挟
ま
れ
る
か
或
は

砂
岩
と
瓦
庸
し
或
は
数
米
の
間
厨
州
も
静
め
ら
れ
拍
耕
固
-
勝
者
し

てゐ
る
乙
と
も
あ
る
｡
黒
色
珪
質
岩
は
大

へ
ん



囲
-
撤
密
で

一
見

ホ

ル
ン

フ
ェ
ル
ス
の
桟
を
紫
貴
色
岩
石
で
あ
る
｡

角
岩
の
露
出
は
葛
尭
峠
の
対
岸
に
特
に
明
瞭
で

厚

い
岩
石
が
異
非Ii

板
状
に
塀
立

し
て
ゐ
る
O

こ
れ
ら
の
地
暦
は
到
る
虞
猛
烈
を
騒
乱
を
ホ
す
.

一
例
は
湯
原
の
南
方

道
路
閥
側
露
旧
で
砂
岩
と
そ
の
中
に
挟
ま
れ
た
貢
岩
が
横
臥
状
背
斜
の
小
溝
造
営

茄
す
る
｡
(
本
露
出
は
昨
夏
横
山
教

授
と
共
に
此
庭
を
通
っ
た
時
に
任
意
せ
ら
れ
た
7g
の
で
､
致
接
は
乙
の
様
な
地
域
で

l
般
走
向
を
求
め
る
rJ
と
の
愚

0

0

を
述
べ
ら
れ
た
｡
)
然
し
旗
-
歩

い
て
ゐ
る
と
北

舶
-
60
の
走
向
が
最
も
多
-
出
現
し
､
且
又
角
岩
'
砂
岩
の
様
な
堅

0

0

岩
の
厚
暦
は
割
合
-こ
一
定
の
方
向
北
40

-
60
酉
を
保
っ
て
延
び
る
の
む
望
見
で
き
る
｡
但
し
傾
斜
は
蚤
-
不
規
則
で

あ
る
｡

次
に
横
川
合
流
鮎
か
ら
下
流
の
溝
鎮
静
を
順
次
上
流
か
ら
記
述
す
る
｡
姫
川
が
大
轡
曲
を
な
す
近
傍
の
岩
相
は
主

と
し
て
炉
厨
の
黒
色
貫
岩
で
'
塵
々
に
白

い
う
す

い
砂
質
岩
が
二
.
三
相
の
幅
で
入
-
込
み
摺
曲
の
純
基
蛇
の
う
ね

っ
た
様
を
模
様
堅
不
す
.
此
の
附
鑑
の
水
成
岩
中
に
は
斑
岩
'
扮
岩
､
捜
斑
岩
の

一
光
又
は
二
光
の
岩
脈
が
縦
横
は

0

貫
入
し
て
ゐ
る
｡
西
山
櫓
附
近
ほ
は
厚

い
粗
粒
砂
岩
が
道
に
治
っ
て
長
-
出
る
が
道
と
同
方
向
即
北
35
酉
の
走
向
を

○

持
つ
ほ
非
ず
し
て
'
北
75
閥
の
走
向
を
取
ら
､
乙
の
附
近

完
町
の

一
般
走
向
IP
同
様
で
あ
る
｡
大
前
附
近
ほ
至
る
と

純
白
色
乃
至
は
淡
紅
色
撒
密
の
珪
岩
が
二
'
三
光
又
は
入
来
の
厚
さ
で
露
出
す
る
｡
大
前
の
北
方

一
粁
の
廃
か
ら
は

急
に
紫
新
色
坂
岩
が
来
酉
に
近

い
走
向
を
以
て
現
れ
る
｡
此
虞
で
も
地
腎
の
接
乱
は
極
め
て
大
で
､
推
し
被
せ
構
造

も
瞥
見
で

き
る
｡

婁
之
'
姉
川
河
道
は
沿
っ
て
分
布
す
る
古
生
暦
に
は
極
め
て
硬
問
を
､
時
に
は
異
様
夜
毎
貿
聖

不
す
岩
石
が
多
-
､

地
暦
は
極
度
は
乱
れ
て
居
で
､
乾
に
充
分
精
密
を
調
査
を
待
つ
ほ
非
ず
凡
ば
古
庄
暦
と
し
て
の
構
造
を
明
に
し
符
を

雛
川
中
､
下
流
.iE芹

の
地
邸
放
び
に
氷
川
浜
谷
の
地
質
椛
粒
的
窓
萩

習

七

三



地

球

鮮
十
七
番

静
六
蚊

四
〇
(

い
0

0

反
之
､
今
井
村
鹿
川
附
近
の
地
層
は
主
に
暗
灰
色
の
貫
岩
と
細
粒
の
砂
岩
の
互
暦
か
ら
成
立
ち
p
走
向
は
北

40
-

05〇
四
p
割
は
産
熱
と
並
ぶ
｡
岩
質
は
軟
-
､
菅
生
暦
と
呼
び
乃
-
覆

い
棟
で
あ
る
｡

0

明
盆
山
及
び
hi,の
封
岸
は
各
部
石
灰
岩
で
北
45
四
を
指
し
.
殆
凡
ど
底
立
し
た
ま
ゝ
青
海
､
黒
姻
山
の
石
衣
岩
は

連
続
す
る
｡
(

厚
rb
約

一
千
八
百
米
)
但
し
明
盈
山
の
南
方
に
於
で
は
中
生
暦
と
断
層
は
よ
っ
て
境
せ
ら
れ
る
｡
石
灰

(I.)

岩
の
両
側
は
青
海
は
於
け
る
と
同
じ
-
'
脆
賜
夜
秒
質
岩
､
貫
岩
が
主
で
あ
る
｡
早
坂
教
授
の
青
海
石
衣
岩
は
関
す

る
劃
期
的
夜
研
究
に
於
て
も
両
側
の
岩
層
と
石
衣
岩
と
の
関
係
は
就
で
は
充
分
を
数
を
垂
れ
て
居
ら
れ
を
5,が
こ
ゝ

ほ
於
で
も
石
衣
岩
と
両
側
の
岩
石
と
の
踊
係
が
生
食
か
不
整
合
か
雅
又
断
層
で
あ
る
か
ば
仝
-
不
明
で
あ
る
0
鹿
川

附
鑑
の
地
層
を
古
生
暦
と
す
る
は
た
め
ら
ふ
時
､
明
盈
山
石
炭
岩
両
側
の
地
層
も
着
任
層
ら
し
-
無

い
戚
を
抱
か
伯

で
も
無

い
.
或
は
ヌ
姫
川
沿
岸
の
地
膚
も
､
岩
質
か
ら
古
庄
暦
と
呼
ん
だ
だ
け
で
'
特
に
地
殻
鼻
動
の
激
甚
で
あ
っ

た
と
考

へ
ら
れ
る
rJ
の
地
神
の
岩
石
が
機
械
的
又
は
そ
の
他
の
作
用
で
特
別
は
堅
固
は
な
っ
た
と
考

へ
て
よ
い
を
ら

ば
､
此
虞
の
地
層
は
或
は
中
生
暦
か
も
分
ら
沿
｡
(
rJ
の
時
代
決
定
は
第
三
紀
以
前
地
趣
を
知
る
ほ
東
大
を
問
題
と
在

る
が
.
私
は
乙
の
疑
問
を
増
し
て
置
-
.)

二
､
中

生

屠

7
は
信
濃
北
小
谷
村
凍
馬
に
分
布
す
る
地
層
｡
植
物
化
石
を
含
有
す
る
こ
と
に
依
っ
て
古
産
物
聾
者
の
熟
知
せ
る

0

0

傑
雁
系
(
又
は
三
換
系
)
｡
同
村
湯
原
附
近
か
ら
は

一
難
場
山
東
北
側
に
､第
四
紀
火
山
岩
下
に
隠
見
し
乍
ら
北
40
-
5

両

へ
延
び
る
｡
そ
の
二
は
越
後
小
瀧
村
山
之
坊
か
ら
亦
禿
山
全
部
を
占
め
る
も
の
.
無
煙
炭
を
含
有
し
､
砂
岩
貢
岩



石
で
､
小
断
層
が
無
数
に
凝
達
す
る
｡
大
胡
川
河
床
で
私
は
介
化
石
を
拾

つ
ね
が
､
残
念
乍
ら
敵
軍
火
事
の
際
散
逸

し
て
し
ま
っ
た
｡

三
､
蛇

紋

岩

殆
ル
ビ
全
て
が
幅
三

四
TpiiTTT米
の
細
長

い
珠
状
建
入
鰻
と
し
て
露
出
し
.
古
生
暦
中
生
暦
間
に
入
-
込
む
｡
た
め

に
西
か
ら
東

へ
順
次
坤
生
暦
｡蛇
紋
岩
古

生
暦
が
並
ぶ
.
但
し
此
-
の
如
-
蛇
紋
岩
が
両
水
成
岩
静
間
の
境
界
を
な

し
て
分
布
す
る
か
ら
爾
水
成
岩
の
相
互
銅
係
を
直
接
確
論
で

き
ぬ
の
は
致
し
方
が
無

い
｡
虫
川
蓮
に
濫
掘
岩
脈
が
あ

-
'
平
岩
北
方
に
も
同
様
岩
石
が
存
在
す
る
か
ら
濫
掘
岩
が
蛇
紋
岩
の
母
岩
と
考

へ
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
外
に
も
古

生
層
中
の
輝
練
岩
戚
岩
石
が
鼻
化
し
て

l
r
二
光
幅
の
蛇
紋
岩
と
在
っ
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
｡

腹
基
性
岩
石
は
水
成
岩
に
対
し
て
著
し

い
接
触
担
質
を
不
在
さ
な

い
の
は
普
然
で
あ
る
が
､
そ
れ
に
し
て
も
今
迄
の

魔
特
別
の
接
姻
担
質
置
域
に
出
-
は
さ
を

い
.
然
し
そ
の
沈
入
形
態
か
ら
推
測
し
て
蛇
紋
岩
逆
入
期
は
保
原
紀
よ
-

後
期
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
｡

四
､
古
生
層
中
生
屠
｡蛇
紋
岩
の
線
括

上
述
の
如
-
蛇
紋
岩
は
耐
水
成
岩
の
中
間
に
進
入
し
て
ゐ
る
が
､
そ
の
外
は
三
者
間
の
機
械
的
接
姻
聖

不
す
塵
が

あ
る
｡
即
釆
馬
附
近
の
中
庄
暦
と
蛇
紋
岩
'
横
川
沿
岸
大
網
附
近
の
蛇
紋
岩
と
+;
珪
暦
と
の
関
係
は
そ
れ
で
.
夫
々

O

申
雄
健
は
蛇
紋
岩
の
上

へ
､
蛇
紋
岩
は
帝
壁
暦
の
上

へ
約
45
の
角
皮
で
寓
か
ら
北

へ
乗
-
か
J
-
.
爾
つ
の
場
各
共

に
そ
の
接
触
面
は
来
酉
の
方
向
を
取
る
｡
即
乙
れ
ら
の
地
鮎
で
は
見
掛
け
上
南
方
か
ら
作
用
し
た
力
に
層
服
し
て
各

地
暦
が
北
方

へ
,u
ゎ
上
が
れ
る
も
の
で
､
そ
の
際
蛇
紋
岩
と
各
地
暦
と
の
境
界
面
が
.3㌢

面
と
し
て
利
用
せ
ら
れ
た

船
川
小
'
下
地
沿
梓

の
地
質
北
び
に
如
川
棋
谷
の
地
頃
満
濃
的
意
読

四
〇
九

五
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球

鰐
十
七
各

節
六
肋

望

0

六

こ
と
を
想
像
す
る
に
灘
-
な

い
｡

大
所
川
中
流
に
於
け
る
蛇
紋
岩
と

中
庄
暦
と
は
傾
斜
の
大

き
い
断
層
で
現
せ
ら
れ
る
が
､
た
だ
注
意
す
べ

き
は
断

層
に
滑
ふ
蛇
紋
岩
が
著
し
-
純
色
片
岩
状
に
塵
化
せ
る
fJ
と
で
あ
る
｡

(け1)

次
に
古
基
層
仇

中
産
瀞

の

走

向

の
樽
向
は
附

5,
で

二
言
加

へ
た
い
｡
絵
本
牢
固
側
仁
科
山
脈
は
馨
達
す
る
古
座
層

O

は
北
30
兼
内
外
を
主
方
向
と
し
､
北
城
柑
盆
地
固
執
は
於
で
も
然
-
｡
然
る
に
姉
川
下
流
越
後
小
瀧
村
明
晶
出
附
近

の
石
衣
岩
及
び
そ
の
周
練
の
砂
質
岩

｡
賢
岩
は
北
酉
の
走
向
を
取
る
｡
購
川
沿
岸
の
古
生
暦
は
著
し
-
閣
偏
し
､
南

0

0

方
で
は
北
50
両
､
北
方
で
は
北
70
酉
に
達
し
､
特
は
異
常
堅
ホ
す
｡
綱
川
沿
岸
の
特
に
西
偏
し
た
走
向
を
除
け
ば
飛

騨
山
地
東
北
縁
の
古
生
暦
は
青
木
潮
附
近
で
北
東
を
指
し
て
ゐ
た
79
の
が
徐
々
に
酉

へ
偏
向
し
て
'
信
越
閥
境
附
近

0

か
ら
北
西
に
噛
ず
る
｡
中
生
暦
に
付
で
考
ふ
る
ほ
う
北
小
谷
相
楽
馬
附
近
の
俊
邦
系
は
北
25
兼
内
外
の
走
向
堅
不
す

け
反
し
赤
禿
山
附
近
で
は
牝
酉
は
碑
ず
る
｡
中
産
暦
に
付
で
は
早
計
は
走
向
の
晒
向
を
結
論
で
き
難

い
が
'
そ
れ
で

も

一
般
の
地
圏
排
列
を
見
れ
ば
古
生
暦
と
略
同
じ
鷹
で
走
向
を
噛
向
す
る
｡
而
し
て
両
地
圏
共
に
'
有
期
岩
相
と
第

二
一系
と
を
境
す
る
姫
川
線

(
後
述
)
に
よ
っ
て
斜
に
た
ち
切
ら
れ
る
か
ら
閣
南
日
本
来
北
端
の
地
層
が
北
西

へ
稗
向

(..I)

を
ポ
す
ほ
至
っ
た
時
期
は
催
雅
紀
以
後
新
第
三
紀
前
と
云
ふ
む
稗
べ
-
､
藍
に
推
論
す
れ
ば
欠
部
教
授
が
中
央
線
形

成
期
と
ru
れ
ね
白
壁
紀
末
の
地
殻
鼻
期
と
同
期
在
る
べ
-
'
酋
南
日
本
の
内
鼎
が
外
昔
に
向
つ
て
魔
迫
を
加

へ
ね
際

に
そ
の
波
動
が
乙
の
地
方
に
影
響
し
て
'
地
膚
の
碑
向
､
並
び
は
.u
-
上
-
断
L
gを
産
額
し
た
と
推
測
さ
れ
る
｡

五
㌧
第

三

紀

層

(rI･.)
鮎
川
上
流
桁
岸
で
は
虎
-
窮
三
配
暦
が
露
出
す
る
が
.
楽
掲
以
南
で
は
直
接
沿
律
に
第
三
紀
層
の
現
れ
る
巌
は
少



-
根
小
屋
か
ら
下
流

は
露
出
す
る
基
塊
岩
の
み
を
知
る
｡
然
し
細
川
の
谷
か
ら
教
官
来
光

へ
入
れ
ば
す
べ
て
第
三
紀

暦
と
在
る
｡
根
小
屋
の
寺
院
か
ら
商

へ
入
る
谷
が
標
高
五
二
五

二

T
米
の
山
の
西
側
で
誼
p
,る
附
近
ほ
は
陶
汰
さ
れ

た
種
二
､
三
十
糎
の
同
機
が
無
数
に
樽

-
､
中
に
は
阿
-
腿
着
せ
る
も
の
が
あ
る
｡
戯
し
異
の
磯
岩
か
ら
崩
れ
た
磯

か
或
は
磯
暦
で
あ
る
か
稽
不
明
で
あ
っ
た
｡
黒
田
壁
土
の
地
質
稿
間
中
に
横
川
機
岩
と
栴
す
る
も
の
は
之
で
'
完
全

夜
磯
岩
な
ら
ば
第
三
紀
層
最
下
部
を
代
表
す
る
79
の
と
瓜
は
れ
る
｡
同
理
撃
士
は
信
濃
北
小
谷
柑
横
川
は
同

完
石
碑

を
塗
色
さ
れ

てゐ
る
が
'
私
の
見
た
物
は
著
し
-
泥
流
贋
を
瀞
び
わ
安
山
岩
貿
基
塊
岩
の
み
で
あ
っ
カ
｡

(17
)

安
山
岩
質
基
塊
岩
昔
は
根
小
屋
附
近
か
ら
閣
北
に
分
布
し
､
古
期
岩
相
に
匿
に
接
し
て
露
出
す
る
乙
と
姫
川
上
流

部
は
於
け
る
79
の
と
そ
の
乳
を

一
に
す
る
｡
虫
川
充
北
は
放
け
る
本
碑
は
古
佳
暦
を
不
生
食
に
被
覆
す
る
二
'
三
十○

米
厚
の
凝
衣
岩
に
初
ま
わ
､
七
十
米
厚
の
改
構
質
熔
岩
に
次

い
で
斑
晶
貿
熔
岩
を
挟
む
韮
塊
岩
が
績
-
｡
走
向
北
3

酉
'
傾
斜
北
東
｡

根
知
川
沿
岸
か
ら
姉
川
東
方
に
亘
っ
て
日
本
海
に
迄
露
出
す
る
第
三
紀
水
成
岩
は
糾
粒
質
砂
岩
を
主
と
し
､
根
知

0

0

0

0

村
杉
之
常
の
砂
岩
は
走
向
北
15
束
'
傾
斜
東
50
'
別
所
附
近
で
北
15
酉
､
究
20
､
基
塊
岩
の
走
向
と
異
怒
る
の
は
両

者
の
間
に
断
層
が
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
｡

姿
之
､
第
三
紀
暦
は
安
川
岩
の
境
川
物
に
よ
っ

て初
攻
-
'
砂
岩
が
之
に
次
ぎ
､
根
小
屋
南
方
の
疑
は
し
い
磯
岩

を
除
け
ば
基
底
磯
岩
は
存
在
し
な

い
.

六
､
火

山

岩

流
紋
岩
｡

金
-
徴
晶
質

で
フ
ェ
ル
サ
イ
ト
構
造
敬
重
す
る
物
と
､
斑
晶
質
で
美
し

い
斑
晶
の
多

い
も
の
が
あ
る
｡

紳
川
中
'
下
油
滑
樺
の
地
質
北
び
に
賦
川
洪
谷
の
地
餌
林
地
的
窓
萄



地

線

節
十

七
食

節

大船

だ

二

八

(17
)

後
者
は
浦
川
下
流
は
岩
骨
と
し
て
存
在
す
る
79
の
の
外
は
､
前
者
の
二
万
相
と
し
て
そ
の
中
は
塵
々
に
現
れ
る
も
の

が
あ
る
0
分
邪
は
舶
用
線

(
横
越
)
は
治
っ
て
南
北
は
通
る
O
大
韮
山
の
下
部
は
露
出
す
る
流
紋
岩
は
萌
三
舵
暦
最

下
部
基
塊
岩
昔
に
紹
-
泥
岩
は
按
鯛
礎
質
を
典

へ
る
｡
本
流
紋
岩
の
願
出
期
は
現
在
の
露
出
で
は
rJ
れ
以
上
定
め
る

(=
)(3
)

fJ
と
が
出
兼
を

い
｡
然
し
本
間
助
教
授
中
部
信
州
の
研
究
は
放

て青
木
暦
下
部
と
､
小
川
層
に
流
紋
岩
の
噴
出
が
知

ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
､
rJ
れ
ら
と
此
放
し
て
少
-
と
も
僻
新
世
よ
ら
若
-
覆
い
rJ
と
は
想
像
で
ざ
る
｡
而
し
て
硫
紋
岩

が
i;
動
岩
朝
と
新
第
三
系
と
の
境
界
線
を
被
程
す
る

一
事
薯
は
糸
魚
川
静
岡
線
の

.i
部
と
し
て
の
綱
川
擁
壁
成
凝
展

論
は
重
要
意
義
を
持
つ
｡

(Lj)

石
英
安
山
岩

｡
戸
倉
山
､
善
光
寺
山
の
ト
ロ
イ
デ
で
第
四
紀
初
兼
の
噴
出
岩
に
属
し
､
師
川
上
流
に
放
て
報
告
し

た
品
雲

.杜
安
山
岩
と
同

三
石
弦
に
属
す
る
火
山
岩
｡

(1)

新
火
山
｡
妙
高
火
山
免
中
の
両
飾
山
'
鬼
面
山
､
駒
ヶ
岳
等
は
第
四
紀
新
火
山
(角
田
輝
石
安
山
岩
)
の

一
部
で
'

第
三
属
上
に
突
出
し
'
胞
南
山
､
駒
ヶ
岳
等
の
怪
稀
は
充
ち
た
山
形
を
墨
す
る
の
は
著
し
-
解
析
せ
ら
れ
軍
資
を
不

(ee)

す
も
の
で
､

姐
山
の
如
き
は
第
三
薫
を
被
ふ
熔
岩
の

一
部
が
メ
ッ
サ
と
し
で
魂
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
.

大
蓮
華
火

山
(
角
閑
輝
石
安
山
岩
)
の

一
部
は

一
難
場
山
附
近
に
も
火
山
岳
を
建
設
し
'
中
生
暦
を
被
っ
て
ゐ
る
｡

七
､
第

四

紀

層

糸
魚
川
町
か
ら
大
野
付
附
近
ほ
迄
登
蓮
す
る
洪
積
層
は
主
と
し
て
古
生
暦
珪
質
岩
､
花
尚
岩
､
第
三
系
砂
岩
等
の

数
糎
種
の
磯
暦
及
び
泥
よ
み
戚
み
第
三
紀
層
を
被
ふ

｡

而
し
て

一
種
の
海
蝕
姦
地
状
の
土
地
を
作
る
fJ
と
は
地
形
に

よ
っ
で
明
で
あ
る
0
厚
n
は
僅
々
数
米
､
外
に
今
井
村
に
放
て
79
同
様
の
海
成
洪
積
暦
の
敏
速
を
見
る
が
脈
川
口
か



ら

7
見
す
る
と
姉
川
の
兼
方
の
轟
地
は
酉

へ
蓮
擬
し
て
ゐ
な

い
｡

購
川
上
流
河
岸
に
見
る
様
な
段
丘
は
中
流
下
流
以
下
に
は
金
-
存
在
し
な

い
.
乙
の
事
柄
と
河
道
地
形
h
l併
せ
考

へ
る
と
甚
だ
面
白

い
地
形
上
の
問
題
が
あ
-
朋
だ
が
乙
ゝ
ほ
は
梱
れ
な

い
｡

塵
々
ほ
見
ら
れ
る
毘
雄
は
地
形
岡
上
は
卒
粗
面
を
形
成
し
て
ゐ
る
｡
鰻
坂
北
方
の
も
の
の
如

き
一
寸
段
丘
と
ま
ち

が

い
易

い
｡
葛
栗
峠
等
は
賓
に
大
規
模
の
山
崩
れ
は
よ
っ
て
集
荷
し
た
崖
堆
上
の
峠
で
'
荷
'
崖
椎
が
蛇
紋
岩
地
に

特
に
多

い
革
質
は
岩
石
の
破
軟
と
崩
壊
の
難
易
を
明
瞭
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
｡

沖
積
地
は
河
口
及
び
根
知
川
流
域
そ
の
他

一
二
ケ
塵
に
存
在
す
る
砂
磯
地
泥
地
で
p
そ
の
間
稿
極
め
て
小
｡
即
姫

川
の
浸
蝕
カ
は
垂
直
的
に
の
み
作
用
し
､
米
だ
横
に
及
ん
で
ゐ
な

い
｡

下
､

糸
魚
川
静
岡
地
構
線
と
し
て
の
姫
川
渓
谷
の
吟
味

E
.
姫
川
渓
谷
が
そ
の
敢
北
部
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
解
介
せ
ら
れ
て
ゐ
る
糸
魚
川
静
岡
地
構
線
は
放
て
は
班

(17)

に
多
-
の
聾
者
が
論
及
せ
る
虞
で
あ
る
｡
綱
川
上
流
の
地
質
を
既
報
し
た
際
'
私
は
二
､
三
の
観
察
を
要
約
し
て
地

構
線
に
若
干
の
轄
且
を
加

へ
た
が
'
此
ほ
不
完
全
乍
ら
蚤
渓
谷
の
地
質
ML)知
つ
ね
か
ら
､
定
め
て
自
分
の
考

へ
恕
ま

と
め
る
意
味
合
か
ら
譜
先
鞭
の
.考
究
に
多
-
の
教
訓
と
ヒ
ン
ト
を
村
つ
ゝ
自
己
の
結
論
を
導

き
た
い
.

有
期
岩
相
の
地
質
構
造
に
附
い
て
は
多
-
の
疑
問
は
存
在
す
る
が
､

一
p
二
の
郭
柄
に
付
で
既
に
考
察
し
て
置

い

た
.
本
蛍
に
於
で
は
所
謂
糸
魚
川
静
岡
地
構
線
の

一
部
と
し
て
の
本
地
城
の
性
質
を
明
に
し
た
い
｡

先
づ
現
今
迄
に
地
構
線
に
翻
し
て
論
及
せ
る
諸
費
者
の
説
を
要
約
す
れ
ば
下
の
如
し
｡

雛
川
中
､
下
流
的
川拝
の
地
駅
北
び
に
鮎
川
浜
谷
の
地
質
柵
超
的
諜
報

讐

ユ

九
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司

1

節
十
七
令

節
六
幽

空

四

1･〇

中
央
地
雅
称

(
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
)
の
重
要
性
に
肴
服
し
た
ナ
ウ
マ
ン
氏
.

直
に
之
は
次
ぐ
原
山
氏
の
後
に
､
初
め
て
糸
魚
川
静
岡
地
構
線
は
東
大
意
義

(り･)

を
典

へ
ね
の
は

リ

ヒ

ト

ホ

-
フ
ふ
ン
氏
で
あ
る
が
'
地
構
線
の
成
長
｡磯
巧
を

(･1)

完
灸
に
近

さ
首
に
論
説
せ
る
は

矢

部

教
授
で
あ
る
｡
特
に
そ
の
北
部
糸
魚
川

頗
尻
間
に
就

て教
授
の
結
論
せ
ら
れ
る
塵
は

｢
11
､
白
望
紀
終
末
に
中
央
線

罵
e
d
ia
n

tin
e

が
形
成
せ
ら
れ
た
る
後
第
三
紀
中
葉
に
中
央
地
溝
帯
の
錬

成
が
あ
-
､
同
時
は
そ
の
両
線
を
代
表
す
る
糸
魚
州
静
岡
線
の
形
成
せ
ら
れ

た
事
〇
二
､
そ
の
後
中
央
地
溝
帯
中
に
新
第
三
系
沈
積
を
,見
'
そ
の
或
時
期

に
南
西
日
本
兼
部
地
盤
が
北

(
叉
は
北
讐

よ
-
南

(
又
は
南
東
)
に

一
腰

迫
を
受
け

てそ
の
内
昔
は
商
又
は
東
南
は
移
動
し
､
そ
の
際
本
地
構
線
は
再

(1
)(1)(-i:)

度
の
.!j
面
と
し
て
作
用
し
た
事
｡
｣
で
あ
る
｡
最
近

本

間

助

教

授
は
中
部
信
濃

第
三
紀
層
研
究
に
常

つ
で
地
漣
昔
の
形
成
を
典
盟
約
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ

て
論
述
さ
れ
た
｡
そ
れ
に
.g
帯
し
て
考

へ
ら
れ
る
本
地
構
線
の
敬
展
史
は

｢
二
張
力
の
結
果
'
関
東
'
飛
騨
両
山
地
の
分
裂

(
第
三
紀
中
)
に
ょ
ら
地

溝
帯
の
形
成
rb
れ
た
事
｡
即
そ
の
時
地
溝
帯
閣
線
を
代
表
す
る
地
溝
線
の
生

成
あ
る
事
｡
二
､
地
殻
決
裂
間
隙
比
昔
即
地
溝
帯
中
は
'
常
接
岩
礁
が
暴
露

し
そ
の
上

へ
火
山
活
動
､
新
第
三
紀
層
沈
積
を
見
､
そ
の
後
両
山
地
の
僻
迫



ほ
よ
っ
て
讐

亮

が
摺
曲
運
動
を
受
け
,
嘗
山
地
と
新
し
い
新
讐

哀

暦
地
域
の
境
界
線
た
る
本
地
構
線
の
活
動
し

た
事
〇
三
､
第
四
紀
地
塊
運
動
の
結
果
と
し
て
枚
本
卒
の
形
成
n
れ
宗

.
｣
等
ほ
要
約
せ
ら
れ
る
｡
定
に
地
形
撃
的

見
地
か
ら
は

辻

村

助
教
授
に
よ
っ

て大
蓮
華
,
飛
騨
断
層
崖
が
諭
ぜ
ら
れ
､

南
西
日
本
東
端
を
切
る
第
四
紀
隼
戊
の

(捕
)

断
層
崖
並
び
に
地
塊
運
動
が
特
に
排
日
rJれ
る
に
至
つ
誓

即
今
日
迄
諾
尊
者
の
静
め
る
虞
は
､

1.
'
新
聖

亮

堆

積
直
前
､
二
､
讐

一系
摺
-;
=T

三
､
第
四
紀
地
殻
運
動
の
三
つ
の
地
殻
章
動
期
に
於
け
る
活
動
に
要
約
ruれ
る
｡

二
㌧
本
地
構
線
北
部
姫
川
沿
岸
に
付
で
私
の
得
た
諸
事
賓
は
下
記
の
通
わ
で
あ
る
｡

1

･

姫
川
線
o
有
期
岩
層
と
新
雪

素

と
の
境
界
線
は
間
示
せ
る
通
-
初
め
糸
魚
川
西
方
出
梅
か
ら
南
倣
兼
に
伸

び
て
根
小
屋
附
進
に
車
-
,
姫
川
恕
過
ぎ
つ
て
姫
川
の
東
方
車
肝
の
虞
を
綬
か
に
屈
折
し
乍
ら
怖
々
南
北
は
走
豊

円

折 図

師 川 流 域 地 質 概 念 固
卿
川
中
･
下
流
拍
伴
の
地
部
北
び
に
姉
川
淡
谷

の
地
朝
構
法
的
満
郭

EI

Ⅰ 新 火 山

ⅠⅠ ;-I,).･7..51-a:riJ.･射 iば灘

III 節三系水成井.'･

IV 流 紋 il-.'-

v 節三系下部駄塊岩

ⅤⅠ -LrJ-川井.'1静

ⅤⅠⅠ掛 り(不鷹合)紘



地

球

第
十
七
各

節
六
娩

四
品

1
二

光
寺
里

異
邦
放
出
の
兼
方
､
保
原
を
通
過
し
て
､
南
小
谷
村
裸
馬
兼
方
か
ら
は
姉
川
の
西
岸
に
睦
み
､
河
床
か
ら
胸

中
肝
の
虚
を
商
連
し
て
北
城
相
姦
上
は
達
し
､
仁
科
山
脈
東
通
は
要
る
.
rJ
の
線
以
兼
に
は
登
-
古
期
岩
層
の
断
片

す
ら
存
在
せ
ず
.
以
酉
に
は
第
三
系
の
井
燐
だ
も
寵
め
る
こ
と
が
川
凍
犯
｡
而
し
て
本
線
は
有
壁
暦
の
走
向
と
は

一

般
は
20

-
Oov
内
外
で
交
-
'
古
期
岩
層
を
切
る
断
層
系
と
は
金
-
無
紺
係
｡
第
三
系
の
走
向
は
本
線
附
妃
で
は
本
線

0

に
賂
並
立
す
る
｡
北
小
谷
村
水
垢
や
､
今
井
村
出
川
で
離
め
る
が
如
-
'
第
三
系
と
有
期
岩
暦
と
は
本
線
を
以
て
機

械
的
に
接
触
せ
ず
､
不
整
合
を
ホ
す
の
は
佳
日
す
べ
き
事
賓
で
あ
る
.
有
期
岩
層
と
第
三
系
と
の
境
界
線
は
姫
川
渓

谷
と

一
致
し
し
覆

い
が
便
宜
上
之
を
姫
川
線
と
呼
止
で
置
-
0

2
.

第
三
系
最
下
部
海
底
火
山
堆
荷
物
の
布
衣
｡

姉
川
線
は
接
近
し
て
基
塊
岩
の
磯
逢
せ
る
は
屡
々
託
載
せ
る
過
多
で
あ
る
｡
乙
の
火
山
堆
碍
物
は
御
坂
暦
に
封
比

し
柑
る
岩
粕
で
'
糸
魚
川
静
岡
地
構
線
は
接
近
し
て
各
虞
は
分
布
す
る
御
坂
暦
類
似
岩
相
を
､
姫
川
銀
に
接
し
て
日

華
し
稗
る
の
は
佳
日
は
倍
す
る
｡

3
.

火
山
岩
と
姫
川
線
｡

第
三
紀
噴
出
物
と
思
惟
せ
ら
れ
る
流
紋
岩
は
､
購
川
線
に
接
し
南
北
に
追
跡
rb
れ
る
が
'
塵
に
ょ
っ
て
は
明
瞭
に

姉
川
線
を
被
穫
す
る
｡

(17
)

第
四
紀
歯
初
の
裂
櫨
噴
出
膳
た
る
農
雲
母
安
山
岩
が
姫
川
附
鑑
に
養
-
南
北
は
走
る
革
は
既
報
し
た
が
､
本
地
域

で
も
同

志
石
類
を
善
光
寺
山

｡
戸
倉
山
の
石
英
安
山
岩
ト
ロ
イ
デ
に
見
出
す
｡

(*)

(-)

小
藤
博
士
の
大
蓮
華
火
山
群
､
山
崎
博
士
の
妙
高
火
山
免
に
風
す
る
火
山
は
何
れ
も
今
論
及
中
の
地
質
構
造
と
は



無
陶
係
は
噴
出
し
て
ゐ
る
｡

4
.

第
四
紀
地
塊
運
動
の
跡
｡

(捕
)

(1
)

姫
川
上
流
部
で
私
の
命
名
し
た
小
谷
断
層
'
辻
村
助
教
授
の
大
連
華
断
簡
崖
の
外
に
は
第
四
紀
地
塊
運
動
の
痕
跡

を
何
虞
に
も
見
せ
の
｡

三
'
以
上
の
革
質
に
依
･Jl
知
ら
れ
る
姫
川
線
番
展
史
並
び
に

姫
川
線
の
地
質
構
造
上
の
意
義
は
次
の
温
み
で
あ

る○姫
川
線
は
よ
っ
て
育
期
岩
層
と
第
三
紀
層
と
は
判
然
と
慣
介
し
得
る
.
飴
し
乍
ら
'
爾
岩
相
の
関
係
は
不
整
各
で

あ
ら
荷
第
三
紀
層
堆
積
中
は
噴
出
し
ね
と
思
惟
せ
ら
れ
る
流
紋
岩
は
姫
川
線
を
被
覆
す
る
事
賓
は
よ
タ
､
新
第
三
系

堆
積
直
前
に
姫
川
線
が
生
成
せ
ら
れ
た
革
を
想
定
し
得
る
が
､
そ
の
後
の
活
動
を
考

へ
る
fJ
と
は
出
来
を

い
｡
即
新

(.i!.)

第
三
系
堆
積
直
前
に
有
期
山
地
の
塀
裂
が
行
は
れ

(
或
は
本
間
助
教
授
の
散
の
如
-
兼
北
日
本
が
兼

へ
浮
動
し
去
っ

て
)
姫
川
線
の
確
立
を
見
た
上
､
海
底
火
山
堆
積
物
に
始
ま
る
新
第
三
系
の
沈
積
が
東
部
海
底
中
は
潜
ま
れ
ね
が
､

そ
の
後
'
新
第
三
系
摺
曲
期
に
も

第
四
紀
地
殻
担
動
期
に
も

姉
川
線
は
何
等
地
横
線
と
し
て
活
動
し
夜
か
つ
ね
の

(6)

で
あ
る
｡
無
論
第
三
系
摺
曲
に
際
し
て
は
西
方
有
期
山
地
か
ら
大
願
迫
が
東
方
第
三
系
は
加
は
つ
ね
薦
め

矢

部

教
授

の
言
は
れ
る
通
わ
本
線
附
近
の
第
三
系
は
南
北
に
近
い
走
向
を
取
っ
た
で
あ
ら
う
が
､
そ
の
際
の
LJ
-
上
-
や
そ
の

他
の
機
械
的
接
鯛
は
姫
川
流
域
に
於
て
は
金
魚
之
を
否
定
せ
ぬ
ば
在
ら
ぬ
｡

此
ほ
問
題
と
な
る
の
は
田
姫
川
縦
に
よ
っ
て
新
筋
三
系
と
有
期
岩
層
と
が
判
触
置
別
せ
ら
れ
る
事
'
御
並
び
に
某

酉
爾
山
地
間
の
高
度
差
が
果
し
て
rJ
れ
だ
け
で
説
明
し
轟
さ
れ
る
か
否
か
ほ
あ
る
｡
第

1
の
問
題
は
封
し
て
は
第
三

雛
川
中
.
下
流
約
梓

の
地
質
放
び

_に
賦
川
淡
谷
の
地
既
林
政
舶
意
義

聖

七

三
1



地

球

節十
七
令

姉
六
既

望

八

1
四

(
.il
)

系
雄
和
抵
前
に
起
っ
た
有
期
･･凹
地
の
完
金
老
師
裂

(兼
方
地
域
の
異
常
な
開
披
又
は

本

間

助
教
授
流
の
宙
期
山
地
浮

動
に
よ
る
岩
雄
の
匿
接
暴
露
し
た
間
際
地
の
捷
成
｡
)と
綱
川
線
以
来
の
地
の
み
が
第
三
系
堆
積
地
で
あ
っ
た
と
考
へ

て
充
分
に
説
明
ruれ
る
｡
第
二
の
疑
問
に
封
し
て
は
.
姉
川
縦
両
側
の
高
庇
を
見
る
ほ
､
根
小
屋
附
近
を
迫
る
断
面

で
は
酉
方
山
地
最
高

.1
千
二
百
米
は
対
し
､
東
方
地
の
六
七
七
甘
米

(新
火
山
成
生
物
を
除
-
)

寧

岩
附
近
の
断
固

で
は
西
方

一
千
五
百
米
､
兼
方

一
千
米
で
､
そ
の
差
は
我
が
囲
各
地
の
第
三
系
山
地
と
そ
の
附
近
古
期
山
地
と
の
高

度
差
に
比
較
し
て
'
ru
ま
で
異
常
と
言
ふ
む
得
な
い
｡

翻
っ
て
北
城
盆
地
以
南
を
見
る
ほ
飛
騨
山
脈
は
三
千
米
､
東
方
山
地
は

一
千
二
百
米
'
そ
の
差
は

一
千
八
百
米
に

連
す
る
｡
此
の
高
度
差
の
大
き

い
地
域
に
限
っ
て
粟
箇
所
山
地
間
に

完
W
の
低
地
を
挟
み
'
且
飛
騨
山
脈
莱
斜
面
を

(13)(14
)

(捕
)

切
る
断
層
崖
が
現
れ
る
か
ら
'
糸
魚
川
腹
尻
間
で
は
現
在
の
地
形
の
基
本
形
は

本

間

､

辻

村

爾
助
致
授
の
暗
示
せ

ら

れ
る
如
-
第
四
紀
に
於
け
る
地
盤
垂
寓
運
動
に
依
-
作
ら
れ
た
と
言
ふ
事
が
閏
凍
る
.

rJ
の
見
地
か
ら
糸
魚
川
飽
尻
線
の
第
四
紀
は
放
け
る
磯
展
に
輔
し

三
口
附
け
加

へ
た
い
｡
即
根
本
的
は
構
造
を
典

に
す
る
両
山
地
の
縫
差
線
附
近
の
土
地
は
第
四
紀
地
殻
麺
動

(
垂
直
的
上
昇
作
用
)
に
際
し
､
両
山
地
に
此
放
し
て

晒
落
し
て
南
方
で
は
絵
本
平
の
凹
地
を
形
成
し
た
｡
仁
科
山
脈
の
如
き
は
階
段
状
に
樽
落
し
た
西
方
地
塊
の

一
断
片

で
あ
る
｡

北
城
盆
地
及
び
姉
川
上
流
部
で
は
飛
騨
山
脈
の
束
斜
両
は
同
様
は
階
段
状
の
断
層
で
切
ら
れ
､
岩
菅
山
の
如
p
,地

塊
を
樽
位
せ
し
め
､
東
方
山
地
も
小
谷
断
層
よ
-
西
方
地
域
が
比
較
上
教
官
米
堰
任
し
て
ゐ
る
｡
今
若
し
乙
の
両
断

層
間
の
土
地
が
狂
に
比
較
高
庇
数
百
米
落
下
す
る
時
は
乙
J
に
枚
本
革
と
同
じ
様
を
凹
地
を
形
成
す
る
は
寅
る
で
あ



ら
う
｡
此
ほ
此
し
て
貼
川
中
流
以
下
で
は
閣
方
山
地
の
東
面
も
東
方
山
地
の
閣
面
も
何
等
著
し

い
断
層
を
示
現
し
覆

い
か
ら
第
四
紀
地
塊
運
動
ほ
的
輿
す
る
春
著
し

い
地
殻
塵
動
を
健
勝
し
て
ゐ
な

い
と
言
は
ざ
る
を
得
な

い
｡
次
に
乙

の
地
塊
運
動
に
附
帯
し
て
興
味
の
あ
る
の
は
屡
報
し
た
謀
雲
母
安
山
岩
の
裂
櫨
噴
出
で
'
最
も
運
動
の
大
き
か
っ
た

仁
科
三
湖
加
速
山
地
は
教
も
大

p
Jい
噴
出
を
兄
､
北
す
る
は
従
っ
て
勢
力
を
減
じ
､
姉
川
上
流
で
は
軍
に
秋
少
を
岩

脈
と
し
て
の
み
出
現
し
.
北
小
谷
村
衆
馬
以
北
の
地
塊
運
動
の
説
め
ら
れ
な

い
地
方
で
は
殆
ん
ど
影
を
弘
を
め
る
状

況
で
あ
る
｡
但
し
姉
川
下
流
で
も
戸
倉
山

･
善
光
寺
山
に
同
種
の
火
山
岩
を
見
る
の
は
地
表
上
に
は
地
塊
遊
動
の
跡

(7
)

む
怒
め
ら
れ
な

い
が
､
地
下
に
は
地
顔
線
の
伏
在
す
る
事
を
敦

へ
る
.
大
正
七
年
の
大
町

地
震
は
よ
る
影
響
や
'
何

(･'.)

の
若
返
-
か
ら
も
､
叉
大
森
博
士
の
報
曹
せ
ら
れ
た
地
盤
垂
直
塾
動
か
ら
も
､
姉
川
沿
岸
は
地
盤
隆
起
が
績

5,
で
ゐ

(m
)

る
轟
を
知
る
｡
辻
村
助
致
接
が
軍

不
さ
れ
た
如
-
歪
曲
運
動
を
考

へ
る
乙
と
は
菜
し
至
常
と
云
<u
得
る
｡
若
し
も
史

に
英
大
在
封
霜
を
閥
し
て
垂
直
運
動
の
づ
ヾ
-
時
に
は
蓮
に
有
期
山
地
と
'
第
三
系
山
地
縫
差
線
附
近
ほ
地
盤
の
敏

裂
を
見
.
北
東
日
本
と
西
南
日
本
が
地
形
的
に
商
方
地
域
と
同
様
に
劃
熱
と
境
せ
ら
れ
る
に
至
る
か
も
知
れ
の
｡
従

っ
て
地
形
撃
上
の
問
題
に
眼
を
輯
じ

て所
謂
地
塊
運
動
の
聴
連
過
程
に
あ
る
地
と
し
て
或
は
達
成
せ
ら
れ
な

い
地
塊

運
動
の
膳
井
地
と
し
て
姉
川
線
附
近
む
眺
め
る
時
に
興
味
津
々
た
る
も
の
が
あ
る
｡

轄

｣

静

脈
川
沿
岸
の
古
基
層
は
著
し
-
騒
乱
し
そ
の
構
造
は
末

だ充
分
は
閑
明
し
静
夜

い
｡
然
し
有
期
岩
暦
は
外
見
上
南

方
か
ら
作
用
し
た
横
願
力
の
下
に
'
中
生
闇
は
蛇
紋
岩
の
上

へ
､
蛇
紋
岩
は
宙
壁
暦
の
上

へ
低
角
度
の
逆
断
層
に
よ

姫
川
申
'
下
流
滑
梓

の
地
盟
北
び
に
舶
川
挨
谷
の
地
邸
構
超
的
懲
戒

望

九

一
五



地

球

飾
十
七
懲

飾
六
蚊

望
O

l六

っ
て
Lj
-
上
が
っ
て
ゐ
る
｡

有
期
岩
層
と
第
三
系
と
の
境
界
は
機
械
的
接
綱

堅
印
さ
ず
ー
又
第
三
紀
噴
出
物
で
被
は
れ
る
か
ら
'
所
謂
糸
魚
川

静
岡
線
の

7
部
を
姫
川
流
域
に
諦
め
ら
れ
を

い
｡
第
三
系
堆
積
宮
前
に
放
け
る
宙
西
口
本
音
期
岩
暦
の
塀
裂
は
考

へ

ら
れ
る
が
そ
れ
以
後
姫
川
流
域
は
重
要
な
地
質
構
造
線
の
敬
蓮
を
知
ら
ぬ
｡
荷
現
在
地
形
的
に
酉
南
日
本
と
中
央
地

溝
碑
と
h
:j分
つ
凹
地
は
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欠
部
長
克
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糸魚慢
肝

岡地

柿紬
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現代
の
科
申

大
正
七
年

六
容
o

(ユ
火森
原
告
-
信
州

大
町
地
方
の
地
袋
に

つ
い
て

大
正
八
年

地
挙
郁
認

伸

一
咋
O

(8
)
大

森
静
密

-松
本
糸
魚
川
北
に
糸
魚
川
翰
鵜
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地
盤
魂
鮎
婁
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大
JE
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二
年

地
袋
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肝
五
年
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早
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郎
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閥
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梅
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衣
岩
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地
境
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坤
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