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地

球

第
十
九
番

第

7
戟
昭
-

-

日

中

央

日
本

水
成

堆
積

物

の
分

布

(
二
)

小

ノ

琢

清

正
'
参
科
山
麓
の
氷
河
作
用

一

倍
浪
岡
北
佐
久
郡
御
牧
原
人
富
原
の
養
地
は
参
科
火
山
の
北
麓
を
成
し
､
五
寓
分

1
地
形
圃
小
諸
固
相
と
本
間
小

山
両
氏
の
地
質
問
を
此
瞭
し
カ
所
で
は
ア
ル
プ
ス
北
麓
に
於

い
て
ペ
ン
ク
氏
が
初
め
て
乗
付

5,
た
水
音
盆
地
の
地
形

に
酷
似
し
､
両
氏
の
慣
別
し
た
洪
積
壮
語
静
に
就

い
て
氷
成
層
の
特
色
を
確
か
め
得
る
升
で
b
ば
'
日
本
氷
期
の
決
定

に
露
要
な
る
基
礎
的
智
織
を
得
べ
き
も
の
と
多
大
の
興
味
を
惹

い
た
｡

昨
年
夏
季
七
八
両
月
に
亘
身
軽
倉
今
井
両
氏
と
北
ハほ
北
佐
久
郡
望
月
を
中
心
と
し
て
臼
田
小
諸
屋
代
長
久
保
の
凹

地
瓢
に
囲
ま
れ
た
矩
形
の
地
同
に
北
で
水
成
堆
積
物
の
線
審
調
撃

で
試
み
'
串
に
現
地
の
熱
心
在
る
研
究
者
た
る
小

山
井
出
長
坂
等
の
諸
氏
の
案
内
に
ょ
ヵ
､
良
好
在
る
露
頭
を
日
曜
L
t
又
た
此
等
の
堆
積
物
に
観
し
て
捉
凍
諸
氏
の

観
察
考
究
さ
れ
た
材
料
を
投
光
の
で
'
短
時
日
に
拘
は
ら
ず
此
の
地
匿
に
闘
し
て
漁
期
以
上
の
面
白

い
考
察
を
為
し

中
火
日
本
淡
成
堆
椀
物
の
分
布



地

球

鰐
十
九
各

節
一
班得た.笹倉排撃士を鱗はして左にその結果の概略を報せする｡

此の地位は於ける水成堆積物の分布と堆積の仕方とは以下叙述するが如-従凍解介したJCのに此して1段興塊あるrJとが観察し得られたのは骨心の念を楽ぜ犯例で'仁科三湖或は釜簸川沿岸に於けるが如き簡単在る氷河堆積物と趣を典ほし､ペンク氏の創尭した氷河復金及び列次を考へて初めで了酢し祐る複邪を地層の存在を見たのである｡昔々の日賭し碍カのは若干の地瓢に限られねのであるから'参科山密一帯の氷河作用の詳細を知悉するには更に精知を訓蜜を必要とLt特に銅兼山地西北速完町の研究を侯って初めて満足すべき結果を得るrJとは勿論であるが､Ti,qK像察作業の結

果に基いね考詮を提出することにする｡

氷河問題特にその堆積物から之を研究する場合には従妹の河流又は湖水の沈積物は適腰する研究方法から離れて之を考察する必要があ･4'又時には全-研究態度を新にしてかJらねばなら拍rJともある｡例へばペンクの所謂氷河複食GtacialeKomptexeは就て見るほ'無暦班の岩塊蝕土を主とする堆石即ち磯士はその末端に至って突然湖水作用に起因する有層群の磯暦に輯移するから'1地鮎に於で観察した磯土を他の隔絶しカ地瓢に露出する漸水堆積膚と蓮絡せしめ､之を一系統と看倣nねば在らぬ場合が起少'或は又1地瓢の露出に於でも氷河の滑長を不す堆石膚が野水砂利暦に迎

宿し三一つに琶介すべき地層と看放し難-在るrJともある｡

従って河織成生のものとの獅秤の下に塗色置別した本間'小山両氏の地質問は昔々の新しい見地から之を観る時は､しぼ-～両氏の決定せる暦序踊係と典っLJ結論に達するのも粛然であって'是



は
洗
し
て
該
地
質
同
の
廃
棄
せ
ら
る
べ
き
を
意
味
せ
ず
し
て
､
見
地
を

一
歩
だ
け
進
め
て
興
っ
た
意
味
h
L箇
々
の
地

層
に
附
す
れ
ば
よ
い
乙
と
は
在
る
の
で
あ
る
｡
故
に
従
妹
の
立
場
か
ら
地
層
の
分
布
を
明
に
せ
ら
れ
ね
両
氏
の
功
績

は
常
に
我
等
の
調
香
研
究
に
封
し
て
指
針
と
在
っ
た
こ
と
を
附
け
加

へ
ね
ば
な
ら
料
.

六
'
参
科
山
北
聡
の
氷
河
地
形

信
濃
北
佐
久
那
覇
御
牧
村
'
川
適
材
'
本
牧
朴
｣
三
和
和
村
'
北
御
牧
材
'
横
鳥
相
､
小
腺
郡
亜
川
村
等
の
諸
相

に
亘
っ
て
存
在
す
る
御
牧
原
､
入
京
原
基
地
は
'
商
､
参
科
出
火
山
地
筒
と
北
'
痩
閉
山
火
山
地
筒
と
の
間
に
挟
ま

れ
7

1
児
裾
合
の
低
夷
地
で
､
そ
の
兼
及
び
北
側
は
千
曲
川
に
よ
少
､
そ
の
西
側
は
千
曲
川
の
支
流
依
田
川
に
偽
っ

カ
ク
マ

て
劃
せ
ら
れ
､
中
央
を
北
流
す
る
舵

仙

川
に
ょ
少
'
御
牧
原
及
び
八
重
脱
の
二
つ
に
分
れ
る
｡
南
側
は
中
山
道
に

一

致
す
る
一
線
で
少
し
-
Y
ぴ
れ
壬
参
朴
山
麓
地
帯
に
蓮
苗
す
る
｡

rJ
の
基
地
を
金
鰭
と
し
て
見
る
ほ
左
の
如

き
氷
河
地
形
を
打
つ
｡

二

)
堆
石
環

周
囲
が
高
-
中
央
が
低
い
fJ
と
.
和
牧
原
兼
側
及
び
北
側
は
南
御
牧
村
八
幡
北
方
よ
り
州
遊
相
和

下
附
近
に
か
け
三
億
さ
入
官
米
飴
の
小
さ
い
丘
陵
が
御
故
原
を
続
っ
て
断
覆
し
､
融
か
も
此
等
の
丘
陵
は
何
れ
79
そ

の
由

両
を
外
側
に
向
け
カ
弧
状
を
毒
し
'
且
つ
蔓
地
縁
蓮
に
二
三
列
並
足
す
る
｡
入
貢
原
に
於
で
も
笠
取
峠
か
ら
盟

川
村
藤
原
田
附
近
ほ
か
け
て
海
孜
高
度
八
宵
数
十
米
の
弧
状
丘
陵
が
凸
面
を
西
方
に
向
つ
tfJ
並
列
す
る
｡
基
地
の
衷

前
は
乙
れ
ら
の
丘
陵
か
ら
内
部
に
向
ひ
低
-
在
る
｡
即
基
地
線
遊
郭
を
国
籍
す
る
丘
陵
群
は
こ
れ
を
構
成
す
る
物
質

か
ら
も
明
な
る
如
-
堆
石
環
と
静
め
て
よ
い
L3

(二
)
ド

ル
ム

タ
ン
式
丘
阜

堆
石
環
の
内
翻
は
御
牧
原
人
亜
流
の
墓
地
両
と
在
-
､
壷
地
表
両
に
は
極
め
て
微
細

中
火
日
本
水
成
堆
Ia
物
の
分
和

三

三



妨三間 信濃北佐久郡和歌原 ･八東原堆石直堆石填分布間

Z.B.永河盆地 ⅠⅠ節二磯土緒川地 ⅠⅠⅠ節三傑士 より成 る耶IJi股

lV節だ棟土より成 る耽市境

四

夜
起
伏
面
が
凹
凸
し
て
ゐ
ノし
凹

地
に
は
無
数
の
他
用
を
湛
え
､

小
丘
は
列
を
作
っ
て
或
は
堆
石

環
は
平
行
し
或
は
共
に
直
交
す

る
｡
五
寓
分
の

一
地
形
間
で
は

極
め
て
微
細
な
両
も
重
婁
夜
起

伏
の
状
況
を
指
示
す
る
乙
と
は

む
つ
か
し

い
が
'
現
場
に
就
て

観
察
す
れ
ば
十
米
高
以
内
の
小

丘
が
譜
.虚
に
比
肩
し
て
逓
在
る

乙
と
は
前
に
述
べ
カ
加
-
時
に

は

八
ツ
岳
西
麓
で
離
め
た
小
凧

丘
類
似
の
側
丘
79
布
准
す
る
｡

即
ち
五
箇
分

一
地
形
園
で
観
れ

ば
極
め
て
若

い
地
貌
を
量
し
て

ゐ
る
rJ
の
毒
地
表
而
rJ
そ
賓
に

ド

ル

ム
リ
ン
に
類
似
す
る
堆
石



風
景
を
具
備
す
る
も
の
と
云

へ
る
の
で
あ
っ
て
､.
そ
の
中
特
に
明
瞭
を
も
の
を
妨
三
間
に
掲
げ
る
｡

(≡
)
*
.看
盆
地

抽
堆
石
環
の
此
の
内
部
に
出
水
た
堆
石
.風
景
を
有
す
る
土
地
の
中
央
部
に

1
盆
地
が
あ
る
等
で

あ
る
が
北
佐
久
郡
望
月
附
進
は
そ
れ
で
あ
っ
て
'
榊
牧
原
八
重
原
が
扇
状
は
開
-
土
地
の
嬰
め
の
瓢
に
近
-
位
僚
す

る
｡
望
月
の
南
方
の
高
呂
'
三
井
､
小
平
､
天
糾
林
等
の
部
落
に
固
ま
れ
ね
土
地
は
厚

い
矧
機
暦
か
ら
成
る
毒
地
で

あ
る
が

(
中
部
信
濃
地
質
同
に
新
河
床
磯
と
し
て
染
色
す
る
も
の
)
乙
の
磯
野
を
除
去
し
て
考

へ
る
と
乙
･J
に
南
北

に
長

い
両
税
約
八
平
方
粁
の
盆
地
が
考

へ
ら
れ
'
源
披
六
宵
数
十
米
で
あ
る
｡
乙
の
盆
地
は
そ
の
位
静
､
高
n
t
形

能
笈

び
tq
用
の
地
形
と
封
照
し
て
明
瞭
に
ペ
ン
ク
氏
の
所
謂
水
音
盆
地
と
看
倣
し
縛
る
か
ら
'
之
を
望
月
水
音
盆
地

と
呼
ば
ん
と
す
る
｡

此
等
は
和
牧
原

.
八
重
原
の
氷
河
地
形
で
､
即
中
央
に
望
月
水
音
盆
地
が
存
在
し
､
rJ
れ
よ
カ
東
北
'
北
'
西
北
t

に
土
地
は
扇
状
に
閃
き
'
周
囲
に
は
振
放
入
官
数
十
米
の
堆
石
環
を
擁
ら
し
､
そ
の
内
部
に
も
興
味
あ
る
堆
石
丘
群

が
存
在
す
る
｡
批
曲
川
は
望
月
水
音
盆
地
を
迫
っ
て
堆
石
匿
内
を
北
流
し
､
北
御
牧
村
大
日
向
北
方
で
堆
石
項
の

一

部
を
切
っ
て
千
仙
川
に
合
流
す
る
｡
八
重
原
の
内
部
に
も
堆
石
中
を
迂
曲
し
て
之
を
開
析
し
っ
ゝ
あ
る
渓
流
を
認
め

る
0望

月
小
撃
枚
か
ら
北
望
し
て
地
形
の
細
部
を
見
る
ほ
'
東
か
ら
北

へ
御
牧
原
基
地
上
に
は
高
さ
八
百
飴
米
の
堆
石

丘
が
肩
お
比
べ
て
些

且
し
っ
ゝ
大
日
向
附
近
に
終
わ
､
そ
の
下
を

-I
紋
と
低
-
此
仙
川
の
渓
流
が
胡
皆
の
谷
幅
を
却

っ
て
北
流
し
'
更
け
八
重
原
基
地
表
面
の
小
堆
石
丘
は
艦
的
川
西
側
に
並
ぶ
｡
而
し
て
堆
石
環
の
北
方
に
は
'
浅
間

山
､
烏
帽
子
岳
の
火
山
が
雲
朱
塗
向
-
望
ま
れ
､
そ
の
裾
野
は
を
写

り
か
夜
傾
斜
と
'
簡
畔
を
火
山
裾
野
の
地
形
を

中
火
日
本
水
成
撒
I&
物
の
分
布

五

五



地

球

第

十

九

魯

第

1
紛

六

六

示
し
っ
･J
千
曲
川
北
岸
に
至
-
､
堆
石
国
と
両
々
相
封
し
て
､
地
貌
の
差
異
は
頗
る
異
彩
を
放
っ
｡

此
等
の
氷
河
地
形
は
ミ
エ
ソ
へ
/
南
西
イ
ザ
ー
ル
･
レ
ヒ
及
び
イ
ラ
ー
堆
石
地
匿
の
地
形
に
酷
似
し
て
ゐ
て
､
同

地
匿
で
ク
ユ
ル

ム
湖
の
占
め
る
位
置
を
望
月
が
占
め
る
｡
ア

ル
プ
ス
北
麓
に
於
で
は
水
音
盆
地
を
囲
む
堆
石
環
の
外

方
に
戯
-
砂
利
原
が
磯
遷
し
て
ゐ
る
が
､
我
々
の
歯
面
せ
る
地
低
は
於
で
は
堆
石
環
の
外
方
は
砂
利
原
の
頗
汎
夜
も

の
を
兄
を
い
｡
為
れ
は
畢
蒐
氷
期
以
後
に
於
け
る
千
曲
川
叉
は
依
田
川
の
常
法
浸
蝕
が
旺
嬢
で
あ
っ
て
砂
利
原
を
開

折
､
除
去
し
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
､
特
は
千
曲
川
が
浅
間
､
烏
帽
子
火
山
の
衝
野
の
た
め
そ
の
流
路
を
南
方

へ
激
し

や
ら
れ
､
堆
石
匿
の
直
L
,
北
側
を
流
れ

てゐ
る
状
況
及
び
新
段
丘
が
堆
石
匿
の
外
側
を
鹿
-
蔽
ふ
状
況
に
hLLLiむ
樽
ず

れ
ば
､

一
層
rJ
の
戚
む
沫
-
す
る
｡
但
し
地
質
調
査
は
よ
-
種
々
堆
石
の
外
方
に
砂
利
原
源
頚
も
登
児
さ
れ
た
｡

御
牧
原

･
八
重
原
堆
石
地
匿
の
甫
界
は
略
中
山
道
に

一
致
す
る
が
､
虹
は
そ
の
南
方
を
回
顧
す
れ
ば
第
二
の
堆
石

群
を
見
る
｡
即
ち
酉
は
笠
取
峠
か
ら
芦
田
茂
的
井
の
南
方
に
適
宜
す
る

一
連
の
弧
形
状
丘
陵
が
凸
面
を
固
北
に
向
け

て
並
ぶ
も
の
p
及
び
春
日
村
の
谷
を
隔
て
ゝ
粟
に
そ
れ
と
封
術
的
ほ
布
施
川
谷
の
左
右
に
東
北
に
凸
面
を
向
け
て
並

ぶ
も
の
が
そ
れ
で
あ
っ
て
t
rJ
机
等
の
弧
状
丘
卓
が
御
放
原

･八
乗
原
の
堆
石
園
及
び
参
科
川
の
北
麓
地
形
は
如
何

な
る
踊
係
堅
ホ
す
か
は
御
牧
原
基
地
面
よ
ら
前
党
す
れ
ば

一
日
し
て
明
瞭
と
在
る
0

吾
々
は
八
月
中
旬
晴
朗
の
天
候
の
且
別
複
数
回
瓜
亜
坂
及
び
>iJの
北
方
の
高
魔
に
登
っ
て
'
詳
か
に
乙
の
地
形
を

観
察
し
た
所
は
次
は
述
べ
る
如
-
､
我
々
に
深
い
印
象
を
典

へ
ね
の
で
あ
る
｡

参
斬
山
北
麓
の
地
形
は
地
形
固
上
で
硯
で
､
先
づ
目
を
意
-
の
は
放
射
谷
が
長
-
北
方
は
尾
を
引
き

､
裾
野
は
沫

-
接
触
せ
ら
れ
'
い
-
つ
も
の
谷
が

い
-
つ
79
の
賂
ぼ
卒
行
し
た
尾
租
を
分
つ
乙
と
で
'
そ
の
中
布
施
川
､
鹿
曲
川



(
上
流
は
分
岐
し
て
八
丁
地
川
､
紬
小
路
川
と
在
る
)
芦
阿
川
が
著
し

い
｡

fJ
れ
等
の
谷
と
尾
状
は
小
諸
間
隔
に
入

っ
て
固
く
轡
曲
し
､
笠
取
峠
万
両
の
も
の
と
布
施
川
方
面
の
79
の
と
が
望
月
近
傍
で
連
結
せ
ん
と
す
る
趨
向
堅
ポ
す

の
で
あ
る
.
瓜
生
坂
北
方
海
抜
入
官
二
十
七
光
地
瓢
に
立
っ
て
眺
望
す
る
に
'
上
述
せ
る
入
蛮
原
堆
石
地
匿
に
は
無

数
の
即
陵
が
或
は
二
つ
､
或
は
三
つ
列
を
作
つ
三
周
を
比
べ
て
朋
備

わ
'
青
黒

い
於
林
と
白

い
人
参
畑
と
が
著
し

5'

封
照
を
量
し
っ
～
特
有
の
景
観
を
成
し
て
展
開
し

て中
山
道
街
道
の
蓮
は
績
-
o
而
し
て
そ
の
両
方
に
は
海
抜
約

一

千
二
甘
水
蓮
は

一
線
を
劃
し
て
参
科
の
裾
野
が
殆
ん
ど
水
中
の
表
面
に
な
っ
て
南
に
連
-
.
参
科
山
北
麓
の
急
斜
面

は

一
千
五
'
六
百
光
速
ま
で
下
っ
た
魔
で
之
に
頂

い
て
ゐ
る
｡
布
施
川
､
麗
曲
川
､
等
の
東

谷
に
分
割
せ
ら
れ
た
す

べ
て
の
尾
根
は
金
-
同
じ
高
さ
を
有
し
､
を
の
北
端
中
山
道
に
終
る
附
近
で
丸
-
轡
曲
し
て
地
形
図
上
ほ
て
像
期
し

た
水
音
兼
備
の
堆
積
地
形
を
目
前
に
提
供
し
て
ゐ
る
｡
rJ
の
平
坦
面
と
轡
曲
し
カ
丘
陵
と
谷
と
の
排
列
は
何
れ
79
注

目
に
倍
す
る
革
質
で
あ
る
｡

次
ぎ
ほ
参
科
山
急
斜
面
と
望

む
陀
大
河
原
峠
'
細
小
格
川
上
鼎
附
近
ほ
舟
底
形
の
谷
が
存
在
し
て
第
三
の
蛮
軍
在

る
地
形
を
成
し
.
又
溌
帥
小
路
川
､
八
丁
他
州
そ
れ
の
合
し
て
作
る
鹿
曲
川
p
及
び
布
施
川
の
谷
は
地
形
樹
上
で
像

期
せ
る
よ
-
79
谷
幅
は
更
に
蛮
-
'
両
も
左
右
の
尾
椴
は
谷
を
横
断
す
る
方
向
に
分
岐
し
尭
丘
卓
を
放
出
し
.
rJ
の

谷
の
形
態
は
前
に
rJ
の
地
を
踏
査
し
カ
小
山
進
氏
が
異
常
の
興
味
と
疑
問
を
以
て
眺
め
カ
所
で
.
同
氏
が
之
を
溺
れ

谷
の
如
き
形
態
で
あ
る
と
形
容
し
て
語
ら
れ
た
の
は
面
白
-
.
乙
の
谷
の
形
は
我
々
の
注
目
し
た
第
四
の
興
味
あ
る

軍
資
で
あ
る
｡
我
々
は
春
日
村
附
近
で
分
岐
す
る
鹿
曲
川
の
酉
上
流
に
滑
払
湯
博
附
近
迄
現
地
に
就

い
て
観
察
し
た

所
で
は
'
東
側
の
尾
根
は
厚
さ
約

一
米
の
基
塊
岩
層
の
成
層
せ
る
地
暦

よ
少
成
る
ほ
反
し
'
酉
側
は
金
-
粗
菓
夜
雨

中
火
日
本
水
成
琳
輯
物
の
分
布
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地

球

妨
十
九
各

節
一班

八

八

も
大
小
安
山
岩
磯
を
混
ぜ
る
塵
土
層
在
る
革
賓
を
認
め
､
す
べ
て
の
尾
根
が

l
政
の
物
質
か
ら
成
る
ほ
非
ざ
る
を
知

る
と
北
ハに
'
集
魂
岩
よ
-
成
る
尾
状
の
西
側
は
金
Y
懸
谷
の
状
況
を
不
す
む
知
っ
た
｡
帥
小
路
川
に
於
で
7品

横
で

あ
る
｡
是
は
第
五
の
顕
著
在
る
革
質
と
認
め
る
｡

以
上
の
観
察
か
ら
考
ふ
る
に
'
参
科
山
北
麓
の
従
妹
火
山
裾
野
と
し
て
耽
故
は
れ
ね
地
域
は
決
し
て
単
な
る
常
鎮

定
触
作
用
の
た
め
に
穿
た
れ
た
裾
野
と
は
鬼
神
な

い
も
の
で
あ
少
､
又
之
を
入
ツ
ケ
岳
西
南
麓
の
堪
々
た
る
大
規
模

の
裾
野
地
形
と
比
較
し
て
も
亦
著
し
い
相
違
が
あ
る
｡
乙
の
地
形
を
如
何
に
稔
明
す
べ
き
か
を
考

1
著
せ
ね
ば
夜
ら

内
.此

の
地
形
は
参
科
山
北
麓
に
教
蓮
し
た
単
純
を
火
山
裾
野
が
遠
-
尾
を
引

い
て
存
在
し
'
そ
の
上
に
大
規
模
を
山

麓
氷
河
が
磯
蓮
し
て

一
度
海
紋

一
千
米
以
下
の
土
地
ま
で
康
が
少
､
そ
の
結
集
は
現
今
静
め
ら
れ
る
第

一
項
の
地
形

即
平
坦
夜
表
両
を
作
つ
ね
｡
そ
の
際
は
火
山
物
質
か
ら
成
る
或
部
分
は
例
剥
せ
ら
れ
'
又
乃
或
部
分
は
氷
河
運
搬
物

が
谷
を
埋
め
､
そ
の
結
果
は
金
健
と
し
て
地
表
面
が
千
三
首
米
乃
至
九
首
米
の
平
坦
を
土
地
と
な
る
に
役
立
,っ
.ね
と

考

へ
ら
れ
る
｡
而
し
て
現
在
中
山
道
の
南
北
方
に
轡
曲
し
て
連
亘
せ
る
堆
石
丘
群
は
rJ
の
沸
河
敦
盛
の

1
時
期
を
代

表
し
'
南
方
の
は
そ
の
次
の
時
期
を
代
表
す
る
端
堆
石
と
考

へ
ら
れ
る
｡
次
に
灘
河
が
減
衰
し
て
山
麓
氷
河
か
ら
､

絡
谷
氷
河
と
を
つ
カ
rJ
と
が
考

へ
ら
れ
る
な
ら
ば
､
山
麓
氷
河
よ
少
ず
つ
と
小
n
-
而
旦
病
魔

へ
後
進
し
っ
J
あ
っ

た
氷
河
の
作
用
は
'
山
麓
氷
河
で
刷
ら
れ
カ
基
塊
岩
地
と
､
そ
の
氷
河
で
作
ら
れ
カ
堆
石
地
の
或
部
分
に
新
し

い
氷

河
谷
を
形
成
し
た
で
あ
ら
う
L
t
そ
の
結
果
は
上
越
の
第
凹
の
地
形
の
基
礎
む
作
つ
.tN
rJ
と
と
は
は
れ
'
千
四
五
首

米
以
上
の
急
峻
を
山
麓
に
於
で
は
急
傾
斜
の
晩
氷
期
の
賂
谷
氷
河
が
そ
の
督
力
む
遣
う
し
て
'
そ
の
地
域
は
舟
底
形



の
谷
を
作
る
と
北
ハに
､
千
二
三
青
光
以
下
で
認
め
ら
れ
る
表
面
の
平
坦
夜
地
形
と
著
し
い
封
照
を
不
す
急
傾
斜
両
を

磯
し
た
と
想
像
n
れ
る
｡
而
し
て
そ
の
後
氷
河
消
失
以
後
に
於
で
骨
髄
浸
蝕
作
用
は
此
の
手
満
で
形
成
せ
ら
れ
た
谷

に
沿
っ
て
特
は
顕
著
に
働
-
で
あ
ら
う
か
ら
'
川
は
略
堆
石
の
逃
亘
に
ょ
つ
て
作
ら
れ
カ
弧
状
丘
陵
の
内
部
を
弧
状

に
流
れ
'
海
施
川
､
八
丁
地
川
等
の
著
し
い
谷
が
現
今
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
解
秤
す
れ
ば
何
の
疑
問
も
起
ら
な

い
評
で
あ
る
｡

以
上
御
牧
原
八
重
原
堆
石
置
と
そ
の
南
方
の
土
地
の
二
つ
に
付

い
て
地
形
上
に
79
二
つ
の
氷
河
列
次
の
殻
織
せ
ら

れ
る
乙
と
､
並
び
に
氷
河
作
用
の
粧
典
顕
著
を
特
殊
地
形
が
発
展
し
て
ゐ
る
rJ
と
を
蓮
べ
た
.
消
失
氷
河
研
究
に
営

っ
て
も
勿
論
地
層
と
地
形
の
両
者
は
仝
-
不
可
分
の
も
の
と
し
て
両
々
相
封
し
′)J
観
察
せ
ぬ
ば
な
ら
粕
が
､
時
と
し

て
は
地
質
的
の
検
討
で
は
断
片
的
の
材
料
を
蒐
集
綜
倉
す
る
に
止
タ
､
旗
楯
の
車
両
の
み
を
知
る
ほ
過
ぎ
取
成
あ
る

rJ
と
を
免
れ
な

い
｡
消
失
氷
河
を
研
究
す
る
者
に
潜
っ
て
各
値
の
地
勢
地
形
を
大
観
す
る
の
は
着
手
の
第

一
歩
と
し

て
有
意
義
在
る
は
此
の
瓜
生
坂
の
展
望
に
常
･C,肺
威
し
た
桝
で
あ
る
｡

〔
附
紀
〕
雛
三
間
に
堆
石
を
妨
二
'
三
､
四
に
国
別
し
‡
不
し
カ
が
､
此
の
第
二
堆
石
は
瓜
生
坂
の
閣
麓
望
月

相
の
封
岸
及
び
庇
曲
川
の
河
床
に
限
夕
小
さ
い
露
頭
が
発
見
さ
れ
た
の
み
で
､
後
に
詳
記
す
る
如
-
明
か
に
所

謂
堕
川
暦
の
下
継
を
成
し
､
そ
の
南
に
突
出
し
凍
つ
ね
集
塊
岩
の
上
を
被
覆
す
る
も
の
で
あ
る
｡
此
の
堆
石
は

多
分
末
だ
最
初
の
氷
期
を
代
表
す
る
も
の
で
在
-
て
'
史
に
甘

い
氷
河
の
堆
石
が
発
見
n
れ
る
べ
-
漁
期
n
れ

て
ゐ
る
か
ら
､
姑
-
第
二
と
呼
ん
で
置
-
の
で
あ
る
｡

中
火
日
本
丸
成
堆
掛
物
の
分
布
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