
第三章 神戸の地形と地質

淡路島上怒から見た六甲と神戸市街（1968年〉

第一節神戸の土地の生い立ち

第ニ節激しい火成活動・流紋岩と花こう岩

第三節被覆層の神戸層群

第四節大鹿関群と六甲変動



第
一
節

神
戸
の
土
地
の
生
い
立
ち

六
甲
と
大
阪
湾
に
象
徴
さ
れ
る
神
戸
の
地
形

六
甲
山
地

の
形

神
戸
市
民
は
六
叩
の
こ
と
を
背
山
と
い
う
。
現
在
は
市
域
が
六
甲
の
北
側
に
広
が
っ
た
と
は
い
え
、
も
と
も
と

神
戸
は
、
六
甲
を
背
に
大
阪
湾
に
面
し
た
山
践
の
急
斜
加
に
接
す
る
山
麓
扇
状
地
が
純
長
く
東
西
に
連
な
っ
た

傾
斜
地
の
上
に
発
展
し
て
き
た
街
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
神
戸
の
立
地
特
性
を
決
定
的
な
も
の
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
大
阪
市
で
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

日
本
の
大
都
市
の
ほ
と
ん
ど
が
平
坦
な
沖
積
平
野
の
上
か
ら
建
設
が
始
ま
っ
た
の
と
は

全
く
違
う
運
命
を
、
神
戸
に
課
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

六
甲
ど
い
う
山
は
問
自
い
形
を
し
て
い
る
。
南
の
大
阪
湾
側
か
ら
見
る
と
、
急
傾
斜
の
述
山
が
延
々
と
束
凶
に
連
な
っ
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
。
六
甲
の
最
高
点
は
九
一
…
二
・
一
一
一
メ
ー
ト
ル
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

0
0
0
メ
ー
ト
ル
近
い
山
嶺
が
、
海
岸

近
く
に
四

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
連
な
っ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
、
そ
う
多
く
は
な
い
。
背
は
「
百
万
ド
ル
の
夜
景
L
、

今
は
「
一
千
万
ド
ル
の
夜
景
L

と
絶
賛
さ
れ
る
が
、
六
甲
山
上
か
ら
眺
め
る
と
、
直
下
に
展
開
す
る
神
戸
と
大
阪
を
結
ぶ
こ
の

阪
神
間
の
光
の
櫛
は
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
こ
の
地
形
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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神戸のこと地の生い立ち第一節
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海
岸
僻
か
ら
見
る
と
こ
の
よ
う
な
六
甲
連
山
も
、
飛
行
機
か
ら
見
る
と
全
く
と

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
虫
の
闘
と
’
比
例
の
自
の
違
い
で
あ
る
。
図
お

は
淡
路
島
上
沼
か
ら
見
た
六
甲
の
ス
ケ
y
チ
で
あ
る
。
そ
れ
は
連
嶺
と
い
わ
れ
る

淡路島上空から見た六市（Ij"i:援の写真参！li'.i)

よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
目
大
な
岩
の
塊
の
突
出
で
為
る
。
六
甲
山
塊
と
も
い
わ

れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

よ
く
見
る
と
、
こ
の
山
塊
は
頂
上
部
が
比
較
的
平
坦
で
、

し
か
も
東
部
が
向
く
聞
に
ゆ
く
に
つ
れ
て
次
第
に
低
く
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
六
甲
の
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
ー
を
走
っ
て
み
る
と
よ
く
わ
か
る
。

ノ＼

f:fl 

ラ
イ
ブ
ウ
エ

l
は
、
昭
和
四
年
に
つ
く
ら
れ
た

a本
で
最
も
古
い
自
動
車
道
路
の

ひ
と
つ
で
、
当
時
と
し
て
は
破
格
の
急
峻
な
山
岳
道
路
で
あ
っ
た
。
性
能
の
よ
い

今
の
取
と
は
違
っ
て
、
あ
え
ぎ
な
が
ら
こ
の
へ
ヤ
ピ
ン
カ
！
ブ
の
多
い
道
を
登
り

き
っ
た
自
動
車
は
、
そ
の
終
点
の
丁
字
ケ
辻
の
交
差
点
を
東
に
回
り
六
甲
ケ
！
ブ

ル
の
山
頭
駅
に
向
か
う
と
、
ま
る
で
緩
や
か
な
丘
陵
地
を
走
る
よ
う
で
、
一
千
加
一
さ

｜ヌI23 

の
有
難
味
合
｝
実
感
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
六
甲
山
頂
部
の
平
抽
出
さ
と
そ
の
傾

き
と
は
、
大
阪
湾
上
を
飛
ぶ
飛
行
機
か
ら
見
る
と
そ
の
実
態
が
よ
く
わ
か
る
（
写
冥

日
立
。
南
側
の
山
腹
は
荒
々
し
い
谷
で
け
ず
ら
れ
、
滝
の
連
続
で
、

そ
の
頭
部
浸

食
が
山
頂
の
一
千
坦
部
を
蝕
ん
で
い
る
。

ま
た
山
一
服
部
は
平
坦
で
あ
る
と
は
い
っ
て

も
、
多
少
と
も
起
伏
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
形
部
は
小
起
伏
閣
と
い
わ
れ
る
か
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ら
、
山
頂
小
起
伏
而
と
い
う
の
が
よ
い
表
現
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
は
戦
前
か
ら
開
発

さ
れ
、
戦
後
は
ふ
ハ
問
？
を
縦
断
す
る
ド
ラ
イ
ブ
ウ
エ

i
も
完
成
し
た
。

ム
ハ
中
山
上
の
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
ー
を
東
か
ら
出
に
走
っ
て
み
よ
う
。
六
甲
の
最
高
点

六甲山上の王子股間

』土

一
角
点
が
あ
る
が
、
そ
の
位
置
は
六
甲
山
地
の
東
端
に
近
く
、
山
頂
一
千
坦

面
か
ら
わ
ず
か
に
高
ま
っ
た
小
丘
上
に
あ
っ
て
、
最
高
峰
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
か
ら
開
へ
な
だ
ら
か
に
高
度
は
下
が
り
、

ケ
ー
ブ
ル
終
点
あ
た
り
で

標
高
七

0
0
メ
ー
ト
ル
程
度
に
な
る
。

丁
字
ケ
辻
よ
り
閤
は
、
戦
後
に
新
し
く
造
ら

写真 38

れ
た
四
六
甲
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
ー
で
あ
る
。
き
れ
い
な
舗
装
道
路
が
小
起
伏
面
上
を
数

え
切
れ
な
い
ほ
ど
カ
ー
ブ
し
な
が
ら
次
第
に
低
く
な
っ
て
ゆ
く
が
、
六
甲
山
牧
場
に

五
0
メ
ー
ト
ル
一
気
に
下
が
る
。
こ
の
部
分
を
除
け
ば
道
は
亦

お

ぶ

び
も
と
の
状
態
に
も
ど
り
、
や
が
て
標
高
田

0
0
メ
ー
ト
ル
の
小
部
峠
に
着
く
。
そ

い
た
る
手
前
で
約

し
て
六
叩
山
頂
の
小
起
伏
而
が
、

東
に
向
く
西
へ
傾
き
下
が
っ
て
い
る
こ
と
が
実
感

甲
山
塊
全
体
が
傾
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
ム
ハ
mv
は
傾
勤
地
塊
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
な
ぜ
六
甲
の
山
頂
が
一
千
ら

さ
れ
る
。
こ
れ
を
傾
勤
地
形
と
い
う
が
、
山
頂
小
起
伏
間
が
傾
く
と
い
う
こ
と
は
六

伐
の
か
、
な
ぜ
六

mvが
自
に
傾
い
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
、
六
甲
山
地
の
形
成
論
ひ
い
て
は
神
戸
の
’
M
然
史
の
原
点
と
な
る
。

さ
ら
に
六
甲
山
地
の
平
面
的
な
広
が
り
ゃ
｝
み
て
み
よ
う
。
南
側
か
ら
見
え
る
六
甲
の
連
嶺
は
、
六
甲
｜
摩
耶

i
高
取
！
鉢
伏

山
を
つ
な
ぐ
北
東

l
南
凶
に
延
び
る
山
系
で
あ
る
。

し
か
し
実
際
に
は
こ
れ
に
付
若
す
る
よ
う
に
分
布
す
る
い
く
つ
か
の
山
塊
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神戸の土地の生い立ち第一節

し

じ

み

た

ん

じ

よ

う

北
側
に
は
志
染
川
（
間
山
悶
川
）
の
流
れ
る
地
帯
状
の
谷
間
を
へ
だ
て
て
丹
生
（
帝
釈
）

し
ゃ
く
な
げ

山
塊
が
東
西
に
延
び
て
い
る
し
、
そ
の
南
に
は
石
楠
花
山
か
ら
鈴
蘭
台
に
い
た
る
幅
広
い
低

が
あ
る
。

山
地
が
六
甲
連
嶺
か
ら
枝
分
か
れ
す
る
よ
う
に
東
西
に
延
び
て
い
る
。

い
換
え
る
と
六
甲

山
地
は
間
半
部
で
分
裂
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
状
態
は
、
鳥
の
自
よ
り
も
一
段
と
視
野

大i波湾から見た六円ヨ（口絵7ff.：夫参j照）

の
広
い
人
工
衛
星
ラ
ン
ド
サ
ッ
ト
の
映
像
に
よ
く
表
わ
れ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
人
工
衛
星
的
視
点
か
ら
六
甲
を
見
て
み
よ
う
。
写
真

ラ
ン
ド
サ
ッ
ト
で
見

た
六
甲
と
そ
の
潟
辺

日
は
地
表
九

0
0キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
ラ
ン
ド
サ
ッ
ト
か
ら
の
映
像
で

あ
る
が
、
六
甲
の
特
異
伎
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。

ま
ず
気
が
つ
く
こ
と
は
、
前
述
の
よ
う

に
ふ
ハ
叩
山
地
が
間
半
部
で
分
岐
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
間
縁
で
は
南
北
方
向
の
線

を
境
に
し
て
西
側
が
一
段
と
低
く
な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

し
た
が
っ
て
巨
視
的
に
は
六

甲
山
地
が
大
阪
湾
を
望
む
南
側
の
山
麓
線
を
底
辺
と
す
る
三
角
形
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

I~ 24 

は
案
外
気
づ
か
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
詳
し
く
み
る
と
、
鈴
蘭
ム
ロ
の
丘
陵
地
域
の
南
に
は
、

高
倉
山
や
鉢
伏
山
の
よ
う
な
規
模
は
小
さ
い
が
鋭
く
そ
び
え
る
独
立
峰
が
六
甲
山
地
の
尾
の

よ
う
に
南
西
方
向
に
並
び
、

そ
の
延
長
は
明
石
海
峡
を
経
て
淡
路
島
北
部
に
延
び
て
い
る
。

東
六
甲
か
ら
淡
路
に
延
び
る
こ
の
山
山
績
は
、
あ
る
意
味
で
は
東
六
問
？
と
は
構
造
的
に
別
物
で
、

西
六
甲
と
し
て
区
別
で
き
る
も
の
と
い
え
る
が
、
こ
の
よ
う
に
複
雑
な
六
甲
山
地
の
地
形
は

地
球
史
の
な
か
で
も
最
も
新
し
い
地
殻
変
動
に
深
く
根
ざ
し
て
い
て
、
六
甲
の
形
成
史
を
そ
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に
低
く
板
を
緩
く
傾
け
た
よ
う
な
傾
勤
地
形
を
し
て
い
る
。

の
ま
ま
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら
解
き
明

ランドサットから見た六甲の周辺(1972年10月）

か
し
て
ゆ
き
た
い
。

さ
ら
に
六
叩
周
辺
に
視
野
を
ひ
ろ
げ
る
と
、
そ
の

北
似IJ

』主

見
抑1
0) 

よ
江iだう
盆に
l也も
で 見

ズー
る
盆
地
iJ~ 

広
七三

っ
て
い
る
。
こ
れ
が

」
こ
に
は
神
戸

隠
群
と
呼
ば
れ
る
新
第
一
一
一
紀
中
新
世
と
み
ら
れ
る
地

間
加
が
分
布
し
て
い
る
。
こ
の
地
問
、
が
照
り
の
基
盤
山

地
よ
り
浸
食
さ
れ
や
す
く
、
削
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
盆

地
と
な
っ
た
の
で
、
そ
の
な
か
に
は
神
戸
層
群
の
地

附
旧
か
ら
な
る
丘
陵
性
の
低
山
地
が
単
調
に
続
い
て
い

る
。
一
一
一
間
盆
地
の
北
側
と
東
側
は
、

E
E
U
B
1
つ
い
奇
い
何

十
方
長

1
3
z
q
’E
l
i

写子［： 39 

す
る
廿
終
盤
山
地
で
、
定
向
性
の
あ
る
山
な
み
が
延
々

と
日
本
海
側
ま
で
続
き
、
バ
波
高
原
と
も
呼
ば
れ
る

が
、
こ
の
～
円
同
原
も
や
は
り
全
体
と
し
て
東
に
高
く
凶

ム
ハ
叩
山
地
の
問
側
は
内
神
地

K
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
鈴
前
台
地
医
よ
り
一
段
と
低
く
、
丘
陵
地
と
台
地
が
延
々

と
加
古
川
流
域
に
ま
で
広
が
り
、
そ
の
市
端
は
幡
磨
灘
海
岸
に
達
し
て
い
る
。
ム
ハ
m
T
山
地
阪
麓
は
神
戸
市
の
心
臓
部
で
あ
る
が
、

r54 神戸の地形と地質
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神戸のこと地の生い立ち第一節

山
麓
に
接
し
て
わ
ず
か
に
丘
陵
が
顔
合
だ
し
て
い
る
だ
け
で
、
大
部

分
は
段
援
の
多
い
古
い
山
麓
扇
状
地
の
複
合
し
た
も
の
で
、
海
岸
付

一
本
に
幅
狭
い
海
洋
平
野
が
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
明
石
海
峡
か
ら

大
阪
湾
に
流
入
す
る
潮
流
の
影
響
で
和
問
問
に
砂
州
が
発
達
し
て
い

三泊盆地から見た六Ej3(1973年）

る
が
、
こ
れ
も
埋
め
立
て
に
よ
っ
て
整
形
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
生
田

川
以
西
で
は
山
麓
に
大
倉
山
の
よ
う
な
幅
狭
い
丘
陵
、
が
東
闘
に
分
布

し
て
い
る
が
、
奥
平
野
あ
た
り
か
ら
そ
の
北
側
に
特
異
な
小
盆
地
が

背
山
と
の
間
に
挟
ま
れ
て
い
る
の
が
自
に
つ
く
。
こ
れ
ら
の
小
丘
陵

と
小
盆
地
の
記
列
は
、
著
し
い
断
盟
運
動
の
影
響
を
受
け
て
で
き
た

も
の
で
あ
る
。

せ
っ
ぽ
う

以
上
の
よ
う
な
地
形
は
、
接
峰
閣
を
描
く
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
明

5守：;Jfe~ 40 

瞭
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
限
付
は
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
平
方
の

方
眼
の
中
の
最
高
点
を
求
め
、
そ
れ
ら
の
点
を
も
と
に
等
高
線
を
引

い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
操
作
に
よ
り
、
山
腹
を
関
っ
た
谷
を
埋
め
、

浸
食
を
受
け
る
前
の
山
の
形
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
地
表
に

厚
い
毛
布
を
ふ
わ
り
と
か
け
た
姿
を
想
像
し
て
も
ら
詠
え
ば
よ
い
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
六
甲
山
塊
が
全
体
と
し
て
一
一
一
角
形
を
し
て
い
る
な
か
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で
、
問
側
が
二
つ
に
分
岐
し
、
そ
の
聞
に
鈴
蘭
ム
口
の
丘
陵
地
を
抱
い
て
い
る
様
子
が
よ
く
よ
み
と
れ
る
。
西
神
地
区
が

段
と

低
い
こ
と
も
明
瞭
に
で
て
い
る
。

神
戸
市
ほ
ど
、
こ
の
よ
う
に
複
雑
な
地
形
条
件
に
挑
戦
し
て
、
こ
れ
ら
の
起
伏
地
を
居
住
地
に
変
革
し
て
き
た
都
市
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
最
新
の
土
木
技
術
を
開
発
駆
使
し
て
、
地
形
を
た
く
み
に
利
用
し
な
が
ら
、
山
や
丘
綾
を
削
り
、
そ
こ
か
ら
で
る

土
砂
を
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ヤ
で
海
洋
に
運
び
沿
岸
を
均
め
立
て
た
。
山
と
海
が
接
近
し
て
い
る
神
戸
市
な
ら
で
は
の

で
’
あ
っ

た
。
昭
和
五
十
六
年
に
神
戸
市
開
発
局
か
ら
出
販
さ
れ
た
工
事
史
吋
山
、
海
へ
行
く

i
須
磨
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ヤ
の
記
録

i
』
の

題
名
は
、
こ
の
世
界
で
も
類
を
み
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
構
想
を
端
的
に
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
近
接
し
た
山
と

識
と
い
う
立
地
条
件
を
も
っ
日
本
の
大
都
市
は
他
に
は
な
い
。
東
京
・
大
阪
・
名
古
震
な
ど
の
都
市
は
、
す
べ
て
沖
積
平
野
や

そ
れ
に
続
く
台
地
な
い
し
は
丘
陵
地
に
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
神
戸
の
自
然
条
件
の
特
異
性
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
謎
解
き
の
た
め
に
は
、
ま
ず
地
質
条
件
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

神戸の土地の生い立ち

2 

神
戸
の
地
質
概
説

ひ
ふ
く

神
戸
の
土
台
を
造
っ
て
い
る
地
質
構
成
は
、
ま
ず
基
盤
岩
と
被
覆
躍
と
に
分
け
て
考
え
る
と
よ
く
理
解
で
き
る
。

率一盤山富と

被
積
層

基
盤
岩
と
い
う
の
は
、
完
全
に
闘
化
し
て
岩
石
化
し
て
い
る
部
分
で
、
そ
の
底
の
深
さ
が
ど
の
あ
た
り
ま
で
達

第一節

し
て
い
る
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
が
多
い
。
地
殻
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
覆
層
は

基
盤
岩
の
上
を
薄
く
覆
う
地
層
が
大
部
分
で
、
所
に
よ
っ
て
は
火
山
の
溶
岩
な
ど
も
こ
の
中
に
入
る
。
神
戸
地
域
で
は
新
第
一
一
一

自然・考古！夜E出馬 i157 



紀
中
新
世
と
考
え
ら
れ
る
神
戸
層
群
（
口
絵
8
）
よ
り
新
し
い
地
層
群
を
被
覆
腐
と
考
え
る
と
都
合
が
よ
い
。
す
な
わ
ち
約
一
一

O

0
0万
年
前
以
降
に
な
っ
て
、
基
盤
岩
の
上
を
被
覆
騎
が
覆
一
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

神
戸
地
域
で
は
、
基
盤
岩
は
主
と
し
て
山
地
に
露
出
し
、
被
覆
隠
は
主
と
し
て
丘
陵
と
段
丘
お
よ
び
平
野
を
構
成
し
て
い
る

が
、
そ
の
厚
さ
は
せ
い
ぜ
い
数
百
メ
ー
ト
ル
程
度
で
、
そ
の
下
に
は
基
盤
宕
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
基

盤
の
構
成
も
六
甲
山
地
が
主
と
し
て
花
こ
う
穀
類
、
丹
生
山
地
が
主
と
し
て
流
紋
岩
類
と
分
か
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
、
こ
れ

も
地
質
構
造
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
よ
り
も
古
い
基
盤
岩
に
古
生
層
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
上

記
山
地
内
に
も
パ
ッ
チ
状
に
分
布
し
て
い
る
が
、
本
体
は
一
一
一
回
盆
地
の
北
に
広
大
な
面
積
を
占
め
て
広
が
る
丹
波
山
地
を
措
成

し
て
い
る
。
次
に
基
盤
お
を
古
い
ほ
う
か
ら
順
に
記
述
し
よ
う
。

ち
も
ぷ

十M
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
地
層
名
に
「
秩
父
古
生
府
L

と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
日
本
列
島
の
バ
ッ

最
も
古
い
基
盤

岩
、
丹
波
騒
群

ク
ボ

l
ン
を
つ
く
る
山
地
を
構
成
す
る
日
本
最
古
の
地
問
鮮
と
し
て
知
ら
れ
、
そ
の
典
型
的
な
も
の
が
関

東
の
秩
父
山
地
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
名
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
ο

丹
波
山
地
に
広
く
分
布
し
ま
た
六
中
山
地
内

に
も
パ
ッ
チ
状
に
残
っ
て
い
る
悶
紡
し
た
地
問
（
口
絵
8
）
も
、
秩
父
古
生
層
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
秩
父
古
生
腐
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
新
し
い
知
識
が
加
わ
っ
て
き
た
。

つ
い
最
近
ま
で
こ
れ
ら
の
地
層
は
、
十
叫
ん
三
代
の

一
問
問
・
石
炭
紀
の
時
代
に
地
向
斜
と
呼
ば
れ
る
細
長
い
海
の
中
に
唯
附
し
た
も
の
と
さ
れ
て
き
た
、
が
、
そ
の
中
に
も
っ
と
新
し

い
中
生
代
の
地
問
、
が
広
く
分
布
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
方
が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
発
端
に

な
っ
た
の
は
放
散
虫
と
呼
ば
れ
る
微
生
物
の
化
石
の
研
究
の
進
展
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
顕
微
鏡
で
し
か
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
ま
で
十
日
生
摺
と
ば
か
り
思
わ
れ
て
い
た
地
層
の
中
か
ら
、
山
中
小
代
の
放
散
虫
が
ぞ
く
、
ぞ
く
と
発
見
さ
れ
て
き
た
の

Iラ8神戸の地形と地質第三!TJ:



で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
全
く
時
代
の
注
う
地
語
、
が
混
じ
り
合
っ
て
い
る
こ
と
は
、
従
米
の
地
層
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
は
と
う

て
い
説
明
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
一
九
七

0
年
代
に
な
っ
て
形
を
と
と
の
え
始
め
た
プ
レ
ー
ト
テ
ク
ト
ニ

ク
ス
様
造
論
に
よ
っ
て
説
明
が
つ
き
は
じ
め
た
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
こ
こ
で
述
べ
る
余
燃
は
な

い
。
六
甲
山
地
内
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
分
布
、
が
断
片
的
な
の
で
正
総
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、

ゅ
う
こ
う
ち
ゅ
う

お
い
て
、
古
生
代
の
お
孔
虫
化
石
が
発
托
さ
れ
て
い
る
。

丹
生
山
地
の
凶
紘
に

花
こ
う
岩
類

と
流
紋
岩
類

神
戸
市
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
六
叩
山
地
は
花

で
で
き
て
い
る
ο

そ
れ
に
比
べ
て
そ
の
北
側
の
丹

生
山
地
は
流
紋
岩
煩
か
ら
な
っ
て
い
る
ο

も
う
す
こ
し
詳
し
く
い
う
と
、
六
甲
の
花
こ
う
対
類
は
深
成
宕
と

い
わ
れ
、
少
な
く
と
も
地
下
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
深
さ
の
と
こ
ろ
で
γ

グ
マ
が
間
ま
っ
て
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、

流
紋
岩
煩
は
有
馬
問
昨
（
口
絵
8
・
ω）
と
呼
ば
れ
、

し
て
火
山
の
噴
出
物
か
ら
な
り
そ
の
中
に
は
当
時
の
地
表
の
状
態
を
表

わ
す
い
ろ
い
ろ
の
地
岡
山
、
が
挟
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
こ
れ
ら
の
刊
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

神戸の土鳩の生い立ち

こ
れ
も
長
い
間
の
謎
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
、
古
間
久
昭
ら
に

よ
う
や
く
解
決
の
糸
口
が
み
え
は
じ
め
た
。

よ
る
新
し
い
発
見
と
そ
の
成
果
に
つ
い
て
特
に
詳
し
く
述
べ
る
ο向

の
ぴ
き

川T
型
し
と
一
布
引
型
L

と
に
分
け
ら
れ
、

り
ょ
う
け

そ
し
て
後
者
は
、
「
館
家
帯
L

と
呼
ば
れ
る
中
央
構
造
線
の
北
側
に

へ
ん
ま

「
償
家
花
こ
う
片
e川
町
古
と
も
い
わ
れ
て
き
た
。
領
家
殺
は
北
側

は
六
甲
花
こ
う
岩
類
、

従
来
の
常
識
と
し
て
六
巾
の
花
こ
う
お
は

せ
ん
り
よ
く

「
布
引
型
」
は
布
引
花
こ
う
閃
緑
岩
と
呼
ば
れ
て
き
た
。

沿
っ
て
東
商
に
細
長
く
延
び
る
変
成
岩
帯
の
一
部
と
さ
れ
、

h
n
u
F
 

第

の
丹
波
帯
と
中
央
構
造
線
よ
り
南
の
外
帯
と
の
間
に
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
の
よ
う
に
挟
ま
れ
、
東
は
伊
那
盆
地
の
あ
た
り
ま
で
、
間

は
瀬
戸
内
海
の
商
端
ま
で
延
び
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
基
盤
構
造
は
、
そ
の
後
の
新
し
い
地
殻
変
動
に
も
多
く
の
彩
響
を
与
え

l'l然・当fi1iI!五＼）＿：説話 i工ラ9



神戸地域の地質年代表表 27

統

被
援
問
刷

る5

童主

p；日
コ々

類

系'i't 出
U

’
申
pB

，
地質 JI寺代

放射年代
（百万年前）

大阪層群第四紀新

生

代
1.7 

神戸廓群

六甲花こうお
お引花こうe{J絞殺

有馬層群

戸」
iv亦

位
別

じIill~ 紀

一一一－ 65 

f手j皮！日1洋

ジュラ品己

円い

1
し

企庁

ψ
ホ

ム
川
正

、レ

B
r刀

j
 

ベ
石

Ji., 

ft 

て
き
た
。
次
に
述
べ
る
第
一
瀬
戸
内
海
や
第
二
瀬
戸
内
海
は
大
体
領
家

三 ~＇.：： 紀

5長

代

帯
に
沿
っ
て
海
に
入
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
し
、
六
甲
山
地
の
北
側
の

境
界
は
領
家
械
と
丹
波
帯
の
境
界
と
ほ
ぼ

致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

144 

213 

248 

ハ
甲
花
こ
う
岩
も
主
と
し
て
領
家
帯
の
中
に
新
し
く
入
り
込
ん
で
き
た

も
の
で
あ
る
。

神
戸
地
域
に
分
布
す
る
被
覆
躍
は
新
旧
二
つ
に
分

古
い
方
の
被
覆

顔
、
神
戸
層
群

か
れ
る
。
古
い
方
は
神
戸
層
群
と
呼
ば
れ
主
と
し

て
六
甲
山
地
の
北
側
の
一
一
一
回
盆
地
に
広
く
露
出
し
て
い
て
、
第
三
紀
の

地
層
群
で
あ
る
。
新
し
い
方
は
主
と
し
て
六
叩
山
地
の
南
側
に
分
布
し

て
大
阪
摺
群
（
口
絵
9
）
と
呼
ば
れ
、
大
部
分
が
第
四
紀
屑
で
あ
る
。
基

府
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
被
覆
腐
は
ぷ
総
岩
を
全
面
的
に
覆
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

盤
岩
を
大
地
の
骨
格
と
す
れ
ば
、
神
戸
層
群
は
筋
肉
、
大
阪
層
群
は
皮

基
盤
山
行
が
形
成
さ
れ
て
か
ら
神
戸
閥
幹
の
椛
棋
に
い
た
る
ま
で
、
こ
の
地
域
に
は
長
い
地
史
の
空
白
が
あ
っ
た
。
そ
の
間
の

数
千
万
年
の
地
史
資
料
を
保
存
す
る
地
層
や
結
石
が
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
問
、

そ
れ
ら
は
一
度
で
き
た
の
に
浸
食
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の

か
な
り
の
地
下
深
部
で
で
き
た
花
こ
う
岩
類
が
上
昇
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
そ
の
上
を
寝
つ

て
い
た
丹
波
層
群
が
浸
食
さ
れ
て
、
花
こ
う
岩
が
地
表
に
露
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
の
詳
し
い
経

総
は
わ
か
ら
な
い
。
今
も
六
問
中
山
地
の
な
か
で
、

た
と
え
ば
住
吉
川
上
流
の
東
お
多
福
山
に
は
、
丹
波
層
群
の
残
骸
が
残
っ
て

160 事frpの地形と地質第三市



い
て
、
ま
わ
り
の
花
こ
う
岩
の
山
と
地
形
が
迷
う
の
で
よ
く
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
基
盤
岩
の
な
か
で
、
六
甲
花
こ
う
岩
の
上
昇
な
ど
い
ろ
い
ろ
の
変
動
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
地
減
は
長
期
に
わ
た

っ
て
全
体
と
し
て
浸
食
地
域
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
第
三
紀
か
ら
第
四
紀
に
か
け
て
二
回
に
わ
た
っ
て
、
前
記
の
よ
う

想
さ
せ
る
、
も
の
で
、
古
い
方
が
第

に
ほ
ぼ
飯
山
家
帯
に
そ
っ
て
東
聞
に
延
び
る
細
長
い
水
域
が
広
が
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
の
代
表
的
な
景
観
は
現
釈
の
瀬
戸
内
海
を
連

い
う
ま
で
も
な

瀬
戸
内
海
、
新
し
い
方
は
第
二
瀬
戸
内
海
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

く
神
戸
層
群
は
前
者
に
、
大
阪
層
群
は
後
者
に
堆
約
し
た
地
周
で
あ
る
。

神戸のこと地の＇.：！：：~、立ち

0 

"' 

Rμ 
ん且第

i斗 ！＆

;ii) hセ

匡つ川I;•\

第
一
瀬
戸
内
海
の
時
代
に
内
海
が
出
現
し
た
証
拠
は
、
明
石
海
峡
周
辺
に

残
さ
れ
て
い
る
。
淡
路
島
の
北

第一瀬戸内海111地想図〈糸魚川淳二 1983)図 26

端
の
お
屋
付
近
の
絵
向
に
は
、

殺康のi毎生J;3，化石

美
し
い
淘
汰
の
よ
い
砂
岩
層
が

海
洋
近
く
に
編
出
し
て
い
る
が
、

そ
の
波
打
際
に
化
石
が
密
集
し

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

写JI41 

2
3ミ
目
白
さ
さ
き
な
ど
の
第

一
一
一
紀
中
新
肢
の
特
徴
伺
慨
を
含
ん

で
い
て
年
代
を
示
し
て
く
れ
る

（
写
真
似
て
こ
れ
ら
は
暖
海
の

!'!!'!.' .寺~·111！絞史編 iIfo 



浅
海
性
の
日
ハ
で
あ
る
。

ま
た
淡
路
島
中
央
部
で
は
山
上
に
持
ち
上
げ
ら
れ
た
カ
キ
の
化
石
の
街
集
問
が
小
規
絞
な
鋭
乳
討
を
治
一

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
兵
化
石
は
凶
市
日
本
の
各
地
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
分
布
か
ら
当
川
の
水
域
を
館
元
し
て
み
る
と
、

関
山
の
よ
う
な
内
海
が
う
か
び
あ
が
る
。
第
一
期
戸
内
海
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
時
代
は
新
第
三
紀
小
新

肢
の
中
ご
ろ
と
さ
れ
、
約

五
O
O万
年
前
で
あ
る
。
神
戸
地
域
に
は
こ
の
よ
う
な
潟
成
聞
は
わ
ず
か
で
あ
る
が
須
磨

K
多
弁

日

J
」

1
J
P
ず
る
。

州
I
3
1
J
7
4

一
一
一
間
盆
地
に
も
広
く
神
戸
沼
祈
が
分
布
す
る
。
す
べ
て
淡
水
性
の
地
保
で
砂
れ
き
用
の
山
に
多
数
り
保
い
凝
阪
府
附
加
を
挟
ん

で
い
る
の
が
特
徴
で
、
地
滑
り
の
原
悶
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
凝
灰
特
は
火
山
灰
の
凝
結
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
火
山
灰

の
償
問
源
で
あ
る
火
山
は
わ
か
ら
な
い
。

須
勝
一
仇
山
川
か
ら
名
谷
付
近
は
、

保
存
の
良
い
椀
物
化
石
を
政
附
す
る
の
で
有
名
で

あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、

日
木
海
の
拡
大
に
よ
っ
て
日
本
列
島
の
原
引
が
誕
生
す
る
こ
ろ
の
純
物
や
気
候
な
ど
の
自
然
環
境
を
一
爪

す
立
設
な
資
料
と
し
て
許
制
さ
れ
て
い
る
。

新
し
い
方
の
被
援

層
、
大
阪
層
群

第
一
瀬
戸
山
内
海
が
い
っ
た
ん
消
滅
し
た
後
、

2
可
ド
十

1
1

ニフ

土
ル
ノ
r
1ノ
ド
斗
A

凶
行
本
は
な
が
ら
く
陣
地
の
状
態
が
続
き
、

数
Y
M
万
年
前
に
は
起
伏
の
少
な
い
小
平
原
に
近
い
卦
鋭
、
が
出
現
し
た
。

そ
し
て
第
四

た
る
浸
食
の
末

紀
に
入
っ
て
ふ
た
た
び
内
海
が
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
れ
を
第
二
瀬
戸
内
海
と
い
う
。
こ
の
内
海
は
第
三
紀
鮮
新
枇
の
後
則
に
内
陀

の
湖
沼
群
と
し
て
発
生
し
、
次
第
に
鉱
大
し
、

百
台
数
十
万
年
前
に
な
っ
て
突
然
海
水
が
浸
入
し
て
き
で
内
海
と
な
っ
た
。
そ
の

名
残
り
が
現
犯
の
大
阪
湾
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

湖
沼
時
代
の
水
域
は
、
傾
家
情
に
そ
っ
て
伊
那
設
地
に
ま
で
東
刊
に
延
び
て
い
た
。

し
か
し
内
海
の
時
代
に
な
っ
て
、
海
は
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大
阪
を
中
心
と
し
て
京
都
・
奈
良
方
出
に
広
が
り
、
六
中
の
南
側
の
神
戸
市
街
地
域
も
浅
海
に
覆
わ
れ
た
c

こ
の
海
に
堆
杭
し

た
地
穏
を
「
大
阪
府
群
L

と
呼
ぶ
。
こ
の
時
期
に
は
琵
管
湖
も
誕
生
し
て
い
た
が
、
海
水
は
そ
こ
ま
で
及
ば
ず
、
合
琵
琶
湖
周

群
と
呼
ば
れ
る
淡
水
性
の
地
閣
を
准
約
し
た
。
大
阪
関
税
や
そ
の
初
出
府
は
、
第
一
一
瀬
戸
内
海
に
密
わ
れ
た
地
域
に
広
く
堆
街

し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
地
殻
変
動
に
よ
り
断
層
で
切
断
さ
れ
な
が
ら
、
あ
る
部
分
は
持
ち
上
げ
ら
れ
て
浸
食
さ
れ
、
あ

る
部
分
は
金
地
の
底
あ
る
い
は
大
飯
湾
の
よ
う
な
内
湾
の
海
底
－
ト
に
、
役
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
運
動
を
反
映
し
て
、
神

え

げ

や

ま

戸
市
域
の
大
阪
摺
群
の
分
布
は
ま
こ
と
に
複
純
で
あ
る
。
六
甲
の
南
側
で
は
、
山
麓
に
沿
っ
て
大
倉
山
・
会
下
山
の
よ
う
な
小

規
模
な
幅
狭
い
丘
陵
を
つ
く
っ
て
伝
川
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
構
造
は
複
純
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
よ
り
雨
、
大
阪
湾
の

海
底
に
か
け
て
、
数
百
メ
ー
ト
ル
に
迭
す
る
大
阪
層
群
が
潜
犯
し
て
い
る
こ
と
が
、
最
近
の
調
査
・
研
究
で
確
実
と
な
っ
て
き

－－
o
 

中
れ

こ
れ
に
反
し
て
、
播
熔
設
地
の
東
縁
を
占
め
る
凶
神
地
域
で
は
、
丘
陵
部
を
占
め
て
広
く
大
阪
府
群
が
鋸
出
し
て
い
る
が
、

地
造
は
水
平
に
近
く
、
き
わ
め
て
単
調
で
ま
た
厚
さ
が
薄
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
六
叩
山
泌
を
挟
ん
で
の
大
阪

神戸fの土地の~I~~ 、立ち

詩
学
乃
ド
斗
リ
kd生
土
、

r
n
f辺
淳
何
十
刀

v

・1ヴ
J

メ
d
f
A
1
1
1
y
d
z

ま
た
六

ハ
甲
南
麓
の
神
戸
市
街
地
と
凶
沖
地
以
と
の
自
然
条
件
の
相
法
を
も
た
ら
し
た
原
附
で
あ
り
、

甲
山
地
の
形
成
過
程
を
解
く
鍵
で
も
あ
る
。

地
殻
変
動
は
地
表
に
経
起
郊
と
沈
降
a却
を
も
た
ら
す
。
経
起
部
は
没
食
さ
れ
、

そ
こ
で
生
産
さ
れ
た
土
砂
は
河
川
に
よ
っ
て

沈
降
部
で
あ
る
海
に
運
搬
さ
れ
、
海
氏
に
堆
積
し
地
問
胞
を
つ
く
る
。

ル
ハ
叩
山
地
と
大
阪
湾
の
対
立
関
係
こ
そ
ま
さ
に
そ
の
そ
デ

ル
と
も
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
球
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
戸
の
自
然
的
立
地
条
件
の
大
部
分
を
把
握
す
る
こ
と
が

第一節

で
き
る
の
で
あ
る
。
浸
食
さ
れ
た
除
起
部
は
削
ら
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
証
拠
を
保
存
し
て
く
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
海
誌
に

取
み
前
一
な
っ
て
ゆ
く
地
問
の
中
に
は
、
当
附
海
小
に
生
存
し
て
い
た
生
物
の
泣
骸
は
も
ち
ろ
ん
、
持
上
の
生
物
遺
骸
も
土
砂
と

自然ーヨ5--,1,日五9.:総 I163 



と
も
に
運
び
込
ま
れ
て
化
石
と
し
て
保
存
さ
れ
る
。

し
か
も
あ
り
が
た
い
こ
と
に
は
、
地
層
は
新
し
い
も
の
ほ
ど
上
に
臨
み
重

な
っ
て
ゆ
く
か
ら
、
地
躍
の
上
下
関
係
を
調
べ
、
そ
の
中
の
証
拠
物
件
を
そ
の
順
に
配
列
し
て
い
け
ば
、
陣
上
・
海
中
を
通
じ

て
の
変
化
の
経
緯
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
地
問
は
地
球
の
限
史
資
料
の
泣
危
な
フ
ァ
イ
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
地
質
学
的
研
究
は
層
序
学
的
研
究
と
い
わ
れ
る
。
大
阪
層
群
の
腐
序
学
的
研
究
は
枇
界
で
も
ま
れ
に
み
る
ほ
ど
進

ん
で
い
て
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
六
甲
山
地
や
大
阪
湾
を
造
っ
た
地
殻
変
動
の
実
態
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
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第

/,・f,、4除
去日

激
し
い
火
成
活
動
・
流
紋
岩
と
花
こ
う
岩

火
の
図
、
中
生
代
の
流
紋
岩
の
噴
出

激しい火成活動・流紋岩と花こう者

出
窓
紀
の

火
成
活
動

六
甲
山
地
の
大
部
分
は
花
こ
う
岩
で
で
き
て
お
り
、
そ
の
北
側
の
丹
生
山
地
は
流
紋
岩
類
か
ら
で
き
て
い
る
。

六
甲
山
地
の
骨
格
を
つ
く
る
六
甲
花
こ
う
場
は
、
六
甲
山
、
摩
郡
山
、
高
取
山
を
経
て
鉢
伏
山
に
い
た
る
六
市

の
山
な
み
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
流
紋
岩
類
（
有
馬
問
群
）
は
丹
生
山
地
の
み
な
ら
ず
、
北
区
に
接
す
る
北
摂
山
地

や
丹
波
山
地
に
も
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
分
布
す
る
。

花
こ
う
岩
も
流
紋
岩
類
も
と
も
に
そ
の
γ

グ
マ
は
、
大
能
地
殻
の
深
部
が
溶
融
し
た
と
考
え
ら
れ
る
花
こ
う
岩
質
マ
グ
マ
か

ら
由
来
し
た
も
の
で
、
両
者
は
兄
弟
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
結
石
で
あ
る
。
ム
ハ
叩
花
こ
う
岩
は
花
こ
う
岩
質
マ
グ
マ
が
少
な
く

と
も
地
下
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
で
ゆ
っ
く
り
冷
え
た
の
に
対
し
て
、
有
馬
層
群
の
流
紋
岩
類
は
マ
グ
マ
が
直
接
地
表
に

噴
出
し
て
で
き
た
火
山
岩
で
、
も
と
は
同
じ
で
も
で
き
方
に
よ
っ
て
別
物
の
よ
う
な
外
観
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に

第二節

六
甲
花
こ
う
岩
が
で
き
た
年
代
も
有
馬
層
群
を
噴
出
し
た
火
山
活
動
が
起
こ
っ
た
年
代
も
、
こ
れ
ら
の

で
測
定
さ
れ
た
放

射
年
代
は
と
も
に
中
生
代
山
口
頭
紀
後
期
を
示
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
六
叩
花
こ
う
時
を
生
み
、
有

A

民
間
群
を
噴
出

さ
せ
た
山
一
小
紀
の
火
成
活
動
は
長
い
山
の
謎
で
あ
っ
た
が
、

円
以
近
よ
う
や
く
解
決
の
糸
口
が
み
え
は
じ
め
た
。
白
血
紀
火

成
活
動
の
始
ま
っ
た
当
時
は
ま
だ
日
本
海
は
な
く
、

1

4

f入

W
H
d

E
オ
刀
ノ

島
は
朝
鮮
半
島
や
中
国
東
北
部
と
陸
続
き
で
、
現
在
よ
り
も

っ
と
ア
ジ
ア
大
控
に
近
い
位
置
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る

け
っ

そ
の
当
時
の
臨
地
は
、
瓦
山
荘
、
砂
山
布
、
チ
ャ
ー
ト
、

（図幻）。

海
底
火
山
の
噴
出
物
で
あ
る
緑
色
岩
な
ど
の
一
浮
い
海
成
層
か

ら
な
る
丹
波
間
関
群
で
で
き
て
い
た
。

し
か
も
こ
の
陵
地
は
ジ

ュ
ラ
紀
か
ら
F
M
M
M
M

紀
の
は
じ
め
に
か
け
て
の
ジ
ュ
ラ
紀
変
動

に
よ
っ
て
変
形
を
受
け
、
複
雑
な
地
質
構
造
、
な
し
て
い
た
。

ジ
ュ
一
ブ
紀
変
動
を
受
け
た
陵
地
に
大
規
校
な
花
こ
う
岩
質

マ
グ
マ
が
貫
入
し
た
白
取
紀
の
激
し
い
火
成
活
動
の
跡
は
、
近
畿
地
方
だ
け
で
な
く
、
広
島
市
周
辺
か
ら
そ
の
一
双
方
に
分
布
す

の
う
ひ

る
広
’
品
花
こ
う
岩
や
小
部
地
方
の
飛
騨
・
米
波
地
方
か
ら
木
曽
地
方
に
か
け
て
分
布
す
る
濃
飛
流
紋
岩
類
な
ど
を
は
じ
め
、
凶

市
日
本
内
帯
か
ら
朝
鮮
半
島
市
部
に
わ
た
っ
て
広
く
認
め
ら
れ
る
（
図
お
）
。

さ
ら
に
広
く
み
れ
ば
そ
れ
は
太
平
洋
を
と
り
ま
く

周
辺
地
域
に
も
知
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
火
成
活
動
が
地
球
的
規
模
の
大
き
ざ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
は
神
戸
を
中
心
と
し
た
地
域
に
お
け
る
山
頂
紀
火
成
活
動
の
模
様
を
記
述
す
る
が
、
日
成
近
の
研
究
に
よ
っ
て
約
一
能
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激しい火成活動・流紋おiと花こうTi月一 k~

E干J一日p

年
前
に
も
、
役
界
有
数
の
火
山
活
動
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る

阿
蘇
カ
ル
デ
ラ
を
生
ん
だ
火
山
活
動
を
上
回
る
規
模
の
活
動
が
数

W'i1菊日本における忌illli紀～1+1第三紀駿·~j：火！災者%1！の分布

山
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

お
よ
そ
一
縫
一
一
一

0
0
0万
年
前
ご
ろ
の
自

火
成
活
動
の
始
ま
り

と
第
一
期
火
山
活
動

現
紀
前
期
に
、
多
紀
郡
篠
山
町
を
中
心
と

す
る
篠
山
盆
地
に
分
布
す
る
篠
山
層
群
が
、
丹
波
摺
群
の
上
に
で

き
た
湖
に
堆
積
し
た
。
篠
山
隠
群
の
下
部
は
赤
紫
色
の
れ
き
岩

h
y川
一
九

r
h行

H
1
X
B

ら
な
り
、
ヵ
イ
エ
ピ
類
の
化
石
を
産
出
し
、
上
部

は
～
火
山
知
や
石
英
山
双
山
討
の
溶
岩
や
凝
灰
岩
な
ど
の
火
山
噴
出
物

か
ら
な
る
。
こ
の
安
山
岩
質
の
火
山
活
動
が
由
加
紀
火
山
活
動
の

始
ま
り
で
あ
る
。

篠
山
致
地
の
凶
方
、

J
R
福
知
山
線
下
滝
駅
の
一
山
約

i
ト
ル
の
篠
山
川
の
川
床
に
、
鰭
山
岡
附
群
を
傾
斜
不
拡
合
で
覆
う

有
馬
閥
鮮
の
出
頭
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
篠
山
崩
鮮
か
ら
な
る
控

｜ま 28

地
に
、
有
潟
問
問
訴
の
流
紋
器
削
則
を
噴
出
し
た
火
山
活
動
が
起
こ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

」
の
時
期
は
山
斑
紀
後
期
の
約
一
億
年

前
ご
ろ
で
あ
る
c
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有
馬
層
群
の
第
一
期
の
火
山
活
動
の
噴
出
物
は
神
戸
市
北
区
の
東
端
、

武
庫
川
支
流
の
川
下
川
と
武
庫
川
の
合
流
点
付
近
か
ら
下
流
の
武
田
尾
に

か
け
て
の
川
岸
に
蕗
出
し
、
そ
の
表
出
は
風
化
に
よ
っ
て
茶
色
に
み
え
る

火砕流の噴出

が
割
っ
て
中
を
み
る
と
灰
白
色
の
凝
灰
岩
で
あ
る
。
こ
の
凝
灰
岩
の
堆
積

の
様
子
は
、

マ
グ
マ
締
り
の
中
で
発
泡
し
た
マ
グ
マ
が
爆
発
的
噴
火
に
よ

っ
て
火
道
か
ら
噴
出
し
、
秒
速
一

0
0
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
速
さ
で
高
出

の
な
だ
れ
の
よ
う
に
山
腹
に
沿
っ
て
流
れ
て
堆
積
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い

!ZI 29 

る
。
こ
の
高
混
の
な
だ
れ
は
、
火
道
か
ら
噴
出
し
た
軽
石
や
火
山
灰
や
結

日
間
の
破
片
の
よ
う
な
田
形
物
と
高
蹴
の
ガ
ス
が
一
部
と
な
っ
た
も
の
で
熱

一
官
官
と
呼
び
、
こ
の
よ
う
に
高
細
川
の
火
山
物
質
が
、
山
腹
を
新
幹
線
な
み
の

か
さ
い
り
ゅ
う

速
さ
で
吹
き
下
る
現
象
を
火
砕
流
と
い
う
（
図
初
）
。
そ
の
火
砕
流
に
含
ま

れ
て
い
る
軽
石
の
破
片
の
唯
結
後
、
そ
の
自
粛
一
で
押
さ
え
ら
れ
偏
平
に
な
っ
て
互
い
に
く
っ
つ
き
あ
う
こ
と
を
捺
結
す
る
と
い

ぃ
、
浴
枯
し
て
庄
筏
さ
れ
た
か
た
い
岩
石
は
け
が
結
凝
灰
岩
と
呼
ば
れ
る
（
写
真
ね
て
武
庫
川
の
川
岸
に
現
わ
れ
て
い
る
第
一
期

の
火
山
活
動
の
宕
一
心
は
、
こ
の
よ
う
な
火
砕
流
の
堆
積
物
で
、
そ
の
化
学
組
成
は
流
紋
岩
と
同
じ
で
あ
る
が
、
溶
結
し
た
構
造

が
み
ら
れ
る
。
こ
の
流
紋
岩
質
溶
結
凝
灰
場
は
武
問
尾
溶
結
凝
灰
岩
と
呼
ば
れ
る
。
武
部
川
と
川
下
川
の
合
流
点
か
ら
上
流
の

道
場
へ
向
か
う
と
そ
の
上
部
が
観
察
さ
れ
、
浴
結
凝
灰
岩
が
山
J
以
白
色
の
非
溶
結
の
軽
石
凝
灰
岩
に
変
わ
る
。
こ
れ
は
、
こ

の
軽
石
凝
灰
岩
が
准
街
し
た
と
き
の
火
砕
流
の
温
度
が
、
軽
石
片
を
溶
結
さ
せ
る
ほ
ど
向
調
で
な
か
っ
た
こ
と
を
が
し
て
い
る
。
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こ
の
火
山
活
動
の
規
模
は
、
現
在
位
界
有
数
の
大
き
さ
で
知
ら
れ
る
阿

蘇
火
山
が
形
成
さ
れ
た
活
動
に
比
べ
ら
れ
る
ぐ
ら
い
大
規
模
な
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
火
山
活
動
の
と
き
に
は
、
大
最
の
マ
グ
マ

が
火
砕
流
と
な
っ
て
噴
出
す
る
の
で
、
地
下
一
一

l
一
一
一
キ
口
メ
ー
ト
ル
に
あ

る
マ
グ
マ
溜
り
の
天
井
は
支
え
を
ふ
八
っ
て
陥
没
し
、

い
わ
ゆ
る
カ
ル
デ
ラ

と
い
わ
れ
る
凹
地
形
を
つ
く
る
。
有
馬
層
群
第
一
期
の
火
山
活
動
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
カ
ル
デ
ラ
は
現
在
は
浸
食
さ
れ
て
そ
の
原
形
を
失
っ
て
い

る
が
、
そ
の
湖
底
堆
積
物
の
分
布
状
態
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
と
の

激しい火成活動・流紋岩と花こう岩

形
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

カ
ル
デ
ラ

湖
の
誕
生

J
R
宝
塚
線
道
場
駅
か
ら
千
苅
水
源
池
に
向
か
う
武
路
川
北
岸
の
道
路

に
み
ら
れ
る
黒
灰
也
の
泥
岩
・
砂

の
五
隠
は
、
有
馬
層
群
第
一
期
の
火
砕
流
堆
積
物
の
武
間
尾
溶
結
凝
灰
岩
の
上
位
に
く
る
水
底
堆
積
層
で
あ

そ
う
か
わ

る
。
こ
の
水
成
堆
積
層
は
、
宝
塚
市
北
部
の
切
畑
か
ら
武
庫
川
へ
流
れ
る
般
川
の
川
床
を
限
式
地
と
す
る
の
で
憎
川
層
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
僧
川
層
を
構
成
す
る
泥
岩
や
砂
岩
は
、
第
一
期
火
山
活
動
の
凝
灰
岩
が
供
給
源
に
な
っ
て
い
る
の
で
凝
灰
質
の
も

の
で
あ
る
。
僧
川
層
の
分
布
を
調
べ
る
と
、
南
東
は
宝
塚
市
中
山
台
、
北
京
は
猪
名
川
町
銀
山
・
北
凶
原
へ
と
追
え
る
。
ま
た

有
馬
温
泉
の
束
、

r
川
水
峡
な
走
る
六
甲
断
摺
沿
い
の
谷
に
も
僧
川
層
の
泥
岩
の
小
露
出
が
み
ら
れ
る
。

第二節

デ
ラ
に
水
が
た
ま
っ
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。

倣
川
躍
を
堆
較
し
た
湖
は
、
第
一
期
火
山
活
動
の
火
砕
流
の
噴
出
に
伴
っ
て
マ
グ
マ
溜
り
に
z

笠
沼
が
で
き
、
陥
没
し
た
カ
ル シブレ111付近の溶結凝灰岩
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肘
〉
l
J
庁
、
ム
、

」

O
R
j
躍
。
／
／
J
4
カ

ι

カ
ル
デ
ラ
湖
の
大
き
さ
は
東
内

二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
市
北

問
キ
口
メ
ー
ト
ル
の
か
な
り
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ー
ゅ
う
き
ょ
ぐ

道
場
の
武
庫
川
北
岸
の
道
路
に
沿
う
僧
川
層
に
は
、
上
下
の
泥
岩
の
地
問
は
摺
山
し
て
い
な
い
の
に
、
そ
の
間
に
挟
ま
れ
た

」
れ
は
半
凶
結
の
泥
廓
が
湖
底
の
斜
削
を
す
べ
っ
た
と
き
に
生

泥
岩
の
地
層
だ
け
が
摺
山
し
て
い
る
腸
内
摺
山
が
み
ら
れ
る
。

じ
る
ス
ラ
ン
ヅ
構
造
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
軟
ら
か
い
泥
の
上
に
急
激
に
砂
が
た
ま
っ
た
と
き
に
、
砂
崩
と
泥
府
と
の
境
界
聞
に
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こ
ん

生
じ
る
ロ
16
ド
キ
ャ
ス
ト
（
荷
設
痕
）
な
ど
も
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
，
K
情
的
榊
造
は
湖
氏
地
す
べ
り
の
よ
う
な
現
象
で
生
じ
た
も

の
で
、
僧
川
隠
を
堆
積
し
た
泌
が
北
海
道
の
将
爺
湖
（
抽
出
さ

入

0
メ
ー
ト
ル
）
や
交
筋
湖
（
深
さ
一
一
一
六
O
メ
i
ト
ル
）
の
よ
う
に
深
い

湖
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。

ま
た
道
場
の
僧
川
関
か
ら
は
、
最
大
い
い
た
径

二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
マ
ソ
科
の
大
型
球
果
や
そ
れ
に
伴
う
純
物
化
石
を

産
出
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
そ
の
当
時
に
は
か
な
り
の
同
生
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

0

8

た

み

さ

く

さ

す

り

た

き

双
三
郡
作
木
村
徳
滝
に
産
出
す
る
摺
沌
Mm物
併
に
対
比
さ
れ
、
道
場
Mm物
群
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

」
の
化
石
組
物
群
は
、
広
島
県

カ
ル
デ
ラ
を
埋
め
た

第
二
怨
火
山
活
動

飴
川
隠
が
湖
底
に
椴
積
し
て
い
た
時
期
は
、
火
山
活
動
の
長
い
静
穏
別
で
あ
っ
た
。
僧
川
屈
の
地
層
を

さ
い
せ
つ

・
砂
器
・
れ
き
宕
の
よ
う
な
砕
清
性
堆
積
山
口

ド
か
ら
上
に
向
か
っ
て
み
て
い
く
と
、
下
部
は
主
に

激しい火成活動・流紋者と花こう岩

か
ら
構
成
さ
れ
る
が
、
上
部
は
こ
れ
ら
の
砕
病
性
堆
積
岩
の
地
層
の
間
に
凝
灰
お
毘
を
多
く
挟
む
よ
う
に
な
り
、
川
以
上
部
は

い
火
山
れ
き
凝
灰
岩
層
に
な
る
。
こ
の
上
部
の
地
層
に
挟
ま
る
凝
灰
岩
隠
を
詳
し
く
観
察
す
る
と
、
上
に
向
か
っ
て
し
だ
い
に

憎
成
粒
子
が
縮
か
く
な
る
級
化
指
造
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
火
口
か
ら
乱
流
状
態
の
高
混
ガ
ス
に
よ
っ
て
、
空
小
高
く
吹
き
上

げ
ら
れ
た
岩
石
の
破
片
や
火
山
灰
な
ど
が
落
下
す
る
と
き
に

い
大
き
な
粒
子
ほ
ど
、
軽
い
小
さ
い
粒
子
よ
り
さ
き
に
堆
積
し

た
た
め
生
じ
る
構
造
で
、
降
下
火
砕
物
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
持
下
火
砕
物
の
存
犯
は
、
間
欠
的
な
火
山
灰
の
噴
出
が

続
い
た
こ
と
を
示
し
、
有
馬
層
群
の
第
二
期
火
山
活
動
が
活
発
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

北
摂
山
地
の
宝
塚
市
玉
瀬
か
ら
道
場
町
生
野
に
か
け
て
と
有
馬
混
泉
の
北
に
あ
る
有
馬
山
地
お
よ
び
丹
生
山
地
の
有
馬
口
か

ち

ご

ら
稚
子
ケ
慕
山
・
帝
釈
山
付
近
に
か
け
て
分
布
し
て
い
る
流
紋
岩
質
溶
結
凝
灰
告
は
、
第
二
期
火
山
活
動
噴
出
物
で
玉
瀬
溶
結

第二節

凝
灰
岩
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
道
場
町
の
船
坂
川
を
は
さ
む
鎌
倉
峡
谷
の
入
口
に
あ
る
百
丈
岩
を
つ
く
っ
て
い
る
侃
一
千
な
軽
石
片

自然・考i1i自主9.：縦 i17工



を
含
む
溶
結
凝
灰
岩
や
、
有
野
町
の
百
絹
描
付
近
に
露
出
す
る
岩
片
を
含
む
溶
結
凝
灰
岩
、
稚
子
ケ
基
山
の
西
の
岩
谷
に
露
出

す
る
小
さ
な
軽
石
片
を
多
く
含
む
溶
結
凝
灰
岩
な
ど
は
第
二
期
火
山
活
動
の
産
物
で
、
そ
の
岩
相
は
か
な
り
変
化
す
る
。

ま
た
、

こ
れ
ら
の
溶
結
凝
灰
務
に
は
、
数
層
の
火
砕
流
が
同
時
に
冷
却
し
た
と
考
え
ら
れ
る
ク
I
リ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト
が
い
く
つ
か
認
め

ら
れ
る
。
こ
の
岩
相
の
違
い
や
ク
i
リ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト
の
識
別
は
、
火
口
が
何
カ
所
か
あ
り
、
そ
こ
か
ら
噴
火
、
が
何
回
か
起
こ

っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

第
二
期
火
山
活
動
に
よ
る
大
規
模
な
火
砕
流
は
、
的
川
層
の
唯
税
し
た
カ
ル
デ
ラ
湖
や
こ
の
湖
の
西
側
の
有
馬
山
地
や
丹
生

山
地
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
カ
ル
デ
ラ
に
流
れ
込
み
、

カ
ル
デ
ラ
を
明
め
つ
く
し
て
い
っ
た
。

溶
岩
の
流
出
と

溶
結
凝
灰
岩

し
ま

省
出
均
温
泉
の
回
に
そ
び
え
る
落
葉
山
（
五
二
二
メ
ー
ト
ル
）
の
北
斜
出
に
、
灰
白
色
を
口
出
し
細
か
い
平
行
な
縞
状

の
模
様
が
み
ら
れ
る
お
石
が
出
て
い
る
。
こ
の
模
様
は
火
口
か
ら
流
出
し
た
粘
性
の
大
き
い
マ
グ
マ
の
流
動

を
示
し
て
お
り
、
流
紋
山
一
わ
の
名
の
市
川
米
に
な
っ
た
模
様
で
あ
る
。
有
馬
摺
群
の
流
紋
宕
溶
岩
と
い
わ
れ
る
の
は
こ
の
よ
う
な
岩

石
で
、
務
葉
山
に
み
ら
れ
る
流
紋
岩
溶
岩
は
第
二
期
火
山
活
動
後
期
に
流
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
ニ
期
火
山
活
動
の
玉
瀬
溶

結
凝
灰
岩
を
堆
積
し
た
カ
ル
デ
ラ
内
に
は
、
こ
の
時
期
の
流
紋
宕
溶
岩
が
筏
一

J

キ
ロ
メ

i
ト
ル
の
楕
円
状
な
い
し
扇
状
の

形
で
一

O
カ
所
ほ
ど
分
布
し
て
い
る
の
が
知
ら
れ
て
い
る
。
流
紋
岩
の
一
が
お
は
温
度
が
低
く
粘
性
が
大
き
い
の
で
、

一
般
に
火

口
か
ら
そ
う
遠
く
へ
流
動
し
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
流
紋
岩
山
が
お
の
噴
出
口
は
、
現
収
流
紋
岩
溶
岩
が
分
布
し
て
い
る
範
問
か
、

あ
る
い
は
そ
の
す
ぐ
近
く
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

方
、
玉
瀬
溶
結
凝
灰
岩
を
観
v
製
す
る
と
、
灰
色
を
し
た
基
地
の
中
に
結
品
や
岩
石
の
破
片
、
と
き
に
は
軽
石
の
破
片
が
散

ら
ば
っ
て
い
る
の
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
灰
色
な
し
た
基
地
は
火
山
灰
か
ら
で
き
て
お
り
、
基
地
の
中
の
結
晶
や
岩
石
、
軽
石
の

工72第三三栄 神戸の地形と地質



破
片
は
爆
発
的
な
噴
火
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
こ
わ
さ
れ
た
マ
グ
マ
中
の
鉱
物
の
結
晶
や
、

マ
グ
マ
鴻
り
の
壁
を
つ
く
っ
て
い

た
岩
石
、
発
泡
し
た
軽
石
な
ど
で
あ
る
。

玉
瀬
溶
結
凝
灰
岩
の
よ
う
な
流
紋
岩
質
溶
結
凝
灰
岩
の
結
晶
の
破
片
に
は
、
向
色
の

長
石
や
透
明
な
ガ
ラ
ス
の
よ
う
な
石
英
が
多
く
、
黒
色
で
薄
く
は
が
れ
や
す
い

は
少
設
し
か
含
ま
れ
な
い
。

流
紋
若
溶
岩
と
溶
結
凝
灰
岩
の
化
学
組
成
を
比
べ
る
と
、
ど
ち
ら
も
流
紋
岩
の
領
域
に
入
る
が
、
流
紋
岩
山
併
殺
の
ほ
う
が
二

散
化
珪
素
（
印
山
O
N）
の
は
肢
が
多
い
。
こ
れ
は
流
紋
岩
質
の
マ
グ
マ
、
将
り
か
ら
先
に
溶
結
凝
灰
岩
を
堆
脱
し
た
火
砕
流
を
噴
出
し
、

そ
の
後
に
よ
り
結
晶
分
化
作
用
が
進
ん
だ
流
紋
岩
溶
岩
を
流
出
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
ο

か
ぶ
ら
い

道
場
駅
の
北
に
あ
る
鏑
射
山
へ
登
る
道
路
の
控
に
、
北
へ
約
一
一

O
度
傾
斜
す
る
み
ご
と
な
層
を
な
し
た
灰
向

第
一
一
カ
ル
デ

ラ
湖
の
成
立

色
の
凝
灰
質
砂
岩
閣
が
露
出
し
て
い
る
。
こ
の
地
摺
を
詳
し
く
観
察
す
る
と
、
粒
ぃ
肢
が
砂
粒
か
ら
制
れ
き
総

激しい火成活動・流紋岩と花こう岩

度
の
大
き
さ
の
火
山
砕
屑
物
が
、
上
に
向
か
っ
て
し
だ
い
に
細
か
く
な
る
級
化
構
造
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
級
化
構
造

を
一
爪
す
地
層
に
挟
ま
れ
て
、
一
偏
平
な
軽
石
片
が
平
行
に
並
ん
で
い
る
凝
灰
岩
層
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
軽
石
片
の
大
き
さ
を

調
べ
て
み
る
と
、
上
位
ほ
ど
大
き
く
な
る
逆
の
級
化
が
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
ο

こ
の
逆
級
化
を
示
す
凝
灰
岩
閣
は
火
口
か

ら
粉
体
流
と
し
て
吹
き
出
た
火
砕
流
が
、
水
中
に
突
っ
込
ん
で
権
樹
し
た
水
中
火
砕
流
堆
積
物
で
あ
る
。
水
中
火
砕
流
の
堆
積

物
の
軽
石
片
は
、
大
き
な
軽
石
片
ほ
ど
軽
い
た
め
地
層
の
上
位
に
堆
較
し
、
小
さ
い
軽
石
片
ほ
ど
速
く
沈
ん
で
下
位
に
堆
積
す

る
逆
級
化
を
示
す
。
こ
の
凝
灰
質
砂
岩
層
は
東
に
追
っ
て
い
く
と
、
大
岩
岳
北
の
千
苅
水
源
池
の
岸
辺
か
ら
宝
塚
市
境
野
を
経

げ
ん
の
う

て
宝
塚
市
と
猪
名
川
町
の
境
に
あ
る
玄
能
池
へ
と
続
く
。
北
摂
山
地
の
こ
の
凝
灰
質
砂
岩
麗
は
、
玄
能
池
周
辺
に
露
出
す
る
地

第二節

層
を
模
式
地
と
し
て
玄
能
池
層
と
呼
ぶ
。

玄
能
池
腐
を
堆
積
し
た
湖
も
僧
川
隠
を
堆
秘
し
た
湖
が
で
き
た
し
く
み
と
同
じ
よ
う
に
、
第
二
期
火
山
活
動
で
大
規
模
火
砕

l~l然・考古H千i史編 lr73 
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流
を
噴
出
し
た
マ
グ
マ
溜
り
に
窓
洞
が
生
じ
、
そ
の
陥
没
で

文能i也！持の分布から推定される出！

で
き
た
山
地
に
水
が
た
ま
っ
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

湖
の
大
き
さ
を
玄
能
池
間
の
分
布
か
ら
推
定
し
て
み
る
と
、

京
間
約

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
五
キ
口
メ
ー
ト
ル
ぐ

ら
い
で
あ
る
（
凶
れ
）
。

ま
た
玄
能
池
層
に
は
僧
別
居
に
み
ら

れ
た
よ
う
な
泥
岩
が
少
な
く
砂
岩
・
れ
き
岩
の
よ
う
な
粉
粒

の
砕
屑
山
初
、
が
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
湖
は
浅
い
湖
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
ο

｜究I31 

同
じ
こ
ろ

丹
生
山
地
の
丹
生
山
付
近
に
も
陥
没
姑
地
が

生
じ
カ
ル
デ
ラ
湖
が
で
き
た
。
こ
の
湖
に
准
約
し
た
泥
質
凝

つ
く
ば
ら

灰
岩
や
砂
質
縦
氏
招
が
北
区
街
原
に
あ
る
シ
ブ
レ
山
の
北
側

に
み
ら
れ
、
汁
波
閥
幹
の
γ

片
山
行
や
砂
羽
胞
を
怒
川
て
小
沢
山
に
細
長
く
分
布
し
て
い
る
。

第
一
一
一
期
火
山
活
動
と
巨

大
カ
ル
デ
ラ
の
形
成

玄
能
油
層
が
湖
に
恥
相
似
し
て
い
た
火
山
活
動
の
静
穏
期
の
あ
と
、
右
民
間
抑
上
部
を
構
成
す
る
流
紋

山
れ
一
政
凝
灰
山
れ
を
噴
出
す
る
第
コ
一
期
火
山
活
動
が
始
ま
っ
た
。

近
か
ら
、

III 
北
地
の北
北摂
の！Li
へ地
り じり

に事11

あれ
る 水
産~：道
本；千
か苅
ら 水
Ir.＼ 源
匁l 池
111 十！

宋
塚
市
境
野
に
か
け
て
来
四
に
分
布
す
る
境
野
溶
結
凝
灰
行
と
、

勤
前
期
の
火
山
町
流
堆
杭
物
で
あ
る
。

線
の
走
る
谷
の
西
側
を
汁
南
町
草
野
を
縦
て
、
油
井
に
か
け
て
南
北
に
分
布
す
る
淑
l

木
溶
結
凝
灰
宕
下
部
が
、
第
一
一
一
郎
火
山
活

ほ
ぼ
阿
川
別
に
丹
生
山
凝
川
氏
角
れ
き
お
の
准
杭
す
る
火
砕

ま
た
丹
生
山
地
に
お
い
て
も
、

174 神戸の地形とj也ftm三lfi•



流
の
噴
出
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
岩
石
は
ふ
つ
う
変
質
に
よ
っ
て
、
赤
紫
色
を

て
い
る
の
、
か
村
徴
的
で
あ
る
。

第
一
一
一
期
火
山
活
動
前
期
の
火
砕
流
は
、
玄
能
池
層
や
街
原
砂
質
凝
灰
岩
間
の
堆
約
し
た
カ
ル
デ
ラ
搬
を
州
一
め
つ
く
し
た
ο

そ

し
て
猪
名
川
町
の
堺
風
岩
か
ら
宝
山
城
市
芝
辻
新
聞
に
か
け
て
の
地
下
に
あ
っ
た
と
般
定
さ
れ
る
境
野
溶
結
凝
灰
岩
を
噴
出
し
た

ま

ん

ぜ

ん

つ

く

な

み

さ
ら
に
降
風
岩
の
北
側
の
万
薄
か
ら
槻
援
に
か
け
て
は
火

マ
グ
マ
溜
り
は
、
火
砕
流
の
放
出
に
と
も
な
い
陥
没
を
起
こ
し

砕
流
が
吹
き
出
た
あ
と
大
沿
の
流
紋
符
a

が
お
を
流
出
し
、
こ
の
地
域
を
い
っ
そ
う
陥
没
さ
せ
た

c

こ
の
陥
没
地
形
の
形
成
の
彩

川
畑
山
を
う
け
て
、
銀
山
か
ら
北
町
間
以
に
か
け
て
分
布
す
る
僧
川
間
や
そ
の
北
凶
に
分
術
す
る
玄
能
池
間
が
北
側
に

と
ん
ど
う
ど
う
じ

傾
斜
し
て
い
っ
た
。
バ
ル
ー
一
山
地
で
は
合
側
従
子
山
付
近
に
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
火
道
か
ら
は
、

0
1問
。
度

丹
生
凝
灰
向
れ
き
殺
を
准
院
し

た
火
砕
流
を
噴
出
し
た
あ
と
、
点
以
剛
章
子
流
紋
川
行
合
流
出
し
た
ο

激しい火成活動・流紋岩と花こう岩

コ
一
向
市
の
し
人
川
抑
制
ダ
ム
付
近
や
そ
の
凶
の
お
切
場
跡
に
、

川
瀬
、
か
ら
北
万
へ
今
回
町
、
山
陶
町
を
経
て
柿
原
町
五
円
ま
で
、
南
北
約
一

や
し
ろ

に
や
や
制
く
な
る
形
で
分
布
し
て
い
る
。
加
東
部
社
町
平
木
に
あ
る
清
水
寺
へ
の
立
山
道
路
の
出
に
も
こ
の
岩
石
の
新
鮮
な
話

均
質
で
結
品
質
の
終
結
凝
灰
計
が
み
ら
れ
る
が
、

」
の
川
行
行
は
大

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
米
間
約
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
北

頭
が
あ
り
、
こ
の
一
路
頭
を
模
式
地
と
し
て
平
木
治
結
凝
伏
山
右
上
部
と
呼
ん
で
い
る
ο

平
水
浴
結
凝
灰
岩
上
郊
の
新
鮮
な
部
分
は

時
灰
色
止
を

↓
：
‘

l

i
；

：

i
 

ゐ
小
限
れ
T
f

：
γ
1
p
．
カ
リ
日
以
正
・

の
結
日
山
の
破
片
に
市
み
、

般
に
板
状
節
恕
や
柱
状
節
却
が
発
達
し

て
い
る
。
風
化
作
用
や
変
質
作
用
が
進
ん
で
淡
赤
褐
色
に
な
っ
た
も
の
は
、
建
築
用
ま
た
は
装
飾
別
の
お
材
と
し
て
使
用
さ
れ

「
丹
波
鉄
一
平
行
L

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

第二節

こ
の
一
平
木
溶
結
凝
灰
山
石
上
部
は
第
一
一
一
期
火
山
活
動
小
別
に
間
山
し
た
大
規
棋
な
火
砕
流
で
、
そ
の
体
積
は
約
四

O
立
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
に
お
よ
ぶ
。
こ
の
大
規
枝
火
砕
流
を
噴
出
し
た
マ
グ
マ
間
り
は
、
こ
の
マ
グ
マ
招
り
の
縮
没
の
あ
と
に
流
出
し
た
第

阪然‘ ~111-J怒りと調講i175 
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一
ニ
期
火
山
活
動
後
期
の
火
砕
流
堆
積
物
の
分
布
か
ら
わ
か
り
、
千
苅
水
源
池
の
北
洋
を
宿
縁
と
し
、
凶
縁
は
…
一
一
聞
か
ら
古
市
へ

ょ
う
た
く
じ

北
縁
は
三
関
市
の
北
端
に
あ
る
、
氷
沢
寺
、
東
縁
を
能
勢
町
石
虫
と
猪
名
川
町
仁
a泌
を
結
ぶ
線

南
北
に
通
じ
る
間
道

J

J

占、、
斗
L

」ノ

と
す
る
来
四
方
向
に
長
軸
を
も
っ
構
門
状
の
地
域
の
地
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
一
一
期
火
山
活
動
中
期
の
大
規
模
な
流

出
に
よ
っ
て
地
下
の
マ
グ
マ
湖
り
の
か
な
り
の
郎
分
が
空
に
な
り
、
そ
の
た
め
マ
グ
マ
溜
り
の
天
井
が
落
ち
込
み
京
間
約
二

O

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
二
一
一
キ
ロ
メ

i
ト
ル
の
巨
大
な
カ
ル
デ
ラ
が
生
じ
た
（
関
幻
）
。
北
摂
山
地
に
生
じ
た
こ
の
註
大
な
カ
ル

デ
ラ
は
約
七

0
0
0万
年
前
ご
ろ
で
き
た
も
の
で
、

カ
ル
デ
ラ
の
ス
ケ
ー
ル
で
は
阿
蘇
カ
ル
デ
ラ
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

カ
ル
デ
ラ
壁
一

と
岩
腐
流

一
千
木
溶
結
凝
灰
岩
を
カ
ル
デ
ラ
の
府
間
に
流
出
し
て
形
成
さ
れ
た
巨
大
カ
ル
デ
ラ
内
に
は
、
湖
水
堆
騎
物
が

ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
外
輪
山
が
一
部
切
れ
て
い
る
た
め
カ
ル
デ
ラ
湖
を
つ
く
ら
な
か
っ
た
阿
蘇

激しい火成活動・流紋岩と花こう者

カ
ル
デ
ラ
の
よ
う
に
、
カ
ル
デ
ラ

の
一
部
が
切
れ
て
い
て
水
が
潟
ら
な
か
っ
た
た
め
と
惣
像
さ
れ
る
。

カ
ル
デ
ラ
の
形
成
後

一
例
び
火
山
活
動
が
活
発
に
な
り
、
巨
大
カ
ル
デ
ラ
内
で
火
砕
流
の
噴
出
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
火
砕
流
は
、

マ
グ
マ
の
中
に
そ
の

火
道
を
構
成
し
て
い
る
岩
体
の
岩
片
を
多
設
に
取
り
込
ん
で
爆
発
的
に
流
出
し
、
カ
ル
デ
ラ
を
国
め
て
い
っ
た
。

も

う

し

し

つ

田
市
上
淑
河
野
か
ら
母
子
大
池
へ
の
林
道
や
永
沢
寺
か
ら
篠
山
町
の
後

こ
の
巨
大
カ
ル
デ
ラ
を
埠
め
た
火
砕
流
准
積
物
は
、

か
わ川

へ
ぬ
け
る
道
路
の
躍
に
よ
く
露
出
し
て
い
る
。
こ
の
岩
石
は
岩
片
を
多
く
含
ん
だ
溶
結
の
程
度
が
弱
い
凝
灰
岩
で
、

さ

そ

り

北
部
の
佐
営
利
を
様
式
地
と
す
る
の
で
佐
伯
田
利
凝
灰
角
れ
き
岩
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
写
真
付
）
。
ま
た
佐
前
田
利
凝
灰
向
れ
き
岩
で

壊
ま
っ
て
い
る
こ
の
区
大
カ
ル
デ
ラ
を
佐
曽
利
カ
ル
デ
ラ
と
い
う
。

第二節

阿
蘇
カ
ル
デ
ラ
に
匹
敵
す
る
ス
ケ
ー
ル
を
も
っ
佐
曽
利
カ
ル
デ
ラ
の
全
容
は
、
締
結
な
地
質
調
査
に
よ
っ
て
復
元
で
き
た
の

で
あ
る
が
、
そ
の
要
所
は
最
近
開
通
し
た
近
畿
自
動
車
道
に
沿
っ
て
観
察
で
き
た
。
一
一
一
回
盆
地
を
南
北
に
通
り
抜
け
る
近
畿
自

自然・考古日長9::締 Ir77 



し
た
こ
と
を
ぷ
し
て
い
る
。

i
μ
h
H
U凡
K
F

コレぃ、

i
l

－－
L
U宮
市
仰
／
U
J
A，
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れきお

動
小
中
道
は
内
相
好
か
ら
山
地
の
麓
を
走
る
。

間
如
何
好
か
ら
日
山
山
坂
峠
ま
で
は
、

カ
ル
デ
ラ
問
殺
に
あ
た
る
一
寸
木
治
結
凝
灰
持
の
分
布
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
一
定

り
日
出
版
峠
で
平
水
溶
結
凝
以
犯
と
佐
川
ww利
凝
灰
角
れ
き
山
行
と
の
境
界
郎
、

す
な
わ
ち
佐
曽
利
カ
ル
デ
ラ
の
慨
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
く
る
。
近
議
rM勤
取

道
の
建
設
工
事
の
と
き
、
ち
ょ
う
ど
カ
ル
デ
ラ
の
抵
と
般
定
さ
れ
る
州
お
の

境
界
郎
が
み
ら
れ
た
ο

そ
こ
に
は
れ
に
め
っ
た
市
北
方
向
に
断
隠
が
走
っ
て

お
り
、

断
層
の
凶
側
の
M
l
水
溶
結
凝
灰
山
行
に
は
こ
の
断
府
に
伴
う
破
作
叫
が

'Ef.J!G 44 

認
め
ら
れ
た
が

東
側
の
佐
野
利
凝
灰
角
れ
き
計
に
は
破
作
州
怖
が
認
め
ら
れ

r
z
i
－
－
土
七
九
九
え
’
刊
行
主
む

L
ハ
二
o

v

ぃイ
I
q，Lを
L
ム
ホ
q
，r
i
，V
冷

zfHV

V

」
れ
は
一
千
木
終
結
凝
灰
告
の
准
前
後
の

陥
没
に
よ
っ
て
似
作
併
が
ん
γ

↑じ

そ
の
あ
と
佐
常
利
凝
以
内
れ
き
引
が
准
約

丹
市
町
革
刑
判
か
ら
ト
い
森
な
経
て
当
野
に
い
た
る
川
川
は

カ
ル
デ
ラ
践
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
そ
の
内
側

を
通
過
し
て
い
る
。
こ
の
建
設
工
事
の
と
き
現
場
の
出
に
は
、
巨
大
な
お
脱
が
い
く
つ
も
佐
川
山
田
利
凝
以
角
れ
き
岩
小
に
技
ま
れ

て
い
る
の
が
み
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
お
塊
は
、

佐
凶
測
科
凝
灰
品
川
れ
き
お
よ
り
市
い
附
則
の
流
紋
和
裕
行
や
平
木
一
併
結
凝
民
的
、

こ
の
い
ね
い
大
山
石
川
仰
を
詳
し
く
観
察
す
る
と
、
こ
わ
さ
れ
た
岩
塊
の
破

り
、
大
き
い
も
の
は
長
筏

凝－
K
質
泥
特
な
と
で
あ

メ
ー
ト
ル
に
も
達
す
る
。

仏
パ
が
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
の
尼
の
よ
う
に
↓
h
大
山
石
川
明
か
ら
後
ろ
に
山
が
り
く
ね
っ
て
の
び
て
い
た
り
、

シ
ョ
ッ
ク
で
生
じ
た
ひ
び
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割
れ
な
ど
が
み
ら
れ
る
。

」
の
よ
う
な
状
態
は
、

火
山
体
の
崩
壊
で
カ
ル
デ

一
ブ
内
に
崩
れ
落
ち
た
山
行
府
流
の
堆
版
物
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
川
必
殿
山
仰
は

大
小
の
岩
塊
と
空
気
や
水
蒸
気
の
混
合
物
の
流
れ
で
、

一
九
八

O
年
五
月
の

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ワ
シ
ン
ト
ン
州
市
部
の
セ
ン
ト
ヘ
レ
ン
ズ
火
山
の
大
規
模

な
山
体
崩
壊
や
一
八
八
八
年
の
磐
梯
山
の
大
崩
壊
、

…
九
八
四
年
の
御
岳
山

の
崩
壊
な
ど
で
起
こ
っ
て
い
る
。
佐
曽
利
凝
灰
的
れ
き
討
に
挟
伝
す
る
こ
の

よ
う
な
区
大
岩
塊
は
悶
川
闘
の
火
山
の
山
体
崩
壊
に
よ
っ
て
岩
熔
流
と
し
て
流

さ
れ
て
き
て
、

カ
ル
デ
ラ
壌
の
急
な
肢
を
崩
れ
落
ち
て
き
た
も
の
と
考
え
ら

激しい火J火活動・むIE紋長｝と花こうえH

れ
る
。

猪
名
川
町
の
北
端
、

柏
原
に
あ
る
大
針
山
の
市
川
側
の
山
道
沿
い
の
切

制
り
に
も
同
じ
よ
う
な
語
頭
が
あ
る
。

玄関市永沢寺東方の区大角れき

岩
屑
流
に
よ
る
巨
大
岩
塊
や
カ
ル
デ
ラ
躍
を
出
炭
し
て
き
た
恥
杭
物
の
分
布
状
態
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ル
デ
ラ
の
形

カ
ル

J

ア
ラ
の

形
と
大
き
さ
は
佐
曽
利
凝
灰
角
れ
き
山
況
の
分
布
と
ほ
ぼ
一
致
し
、

カ
ル
デ
ラ

や
大
き
さ
が
推
測
さ
れ
、
山
行
機
や
堆
杭
物
の
強
制
州
か
ら
ど
こ
か
ら
崩
れ
落
ち
て
き
た
か
が
わ
か
る
。
そ
の
結
果
、

の
瓜
上
か
あ
る
い
は
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
縦

れ
た
と
こ
ろ
か
ら
崩
壊
し
て
流
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
っ

佐
川
俊
科
カ
ル
デ
ラ
の
北
の
援
付
近
に
位
以
す
る
、
水
沢
上
寸
か
ら
後
川
へ
の
道
路
の
肢
に
は
、

ル

m曽
利
凝
灰
免
れ
き
川
討
の
中
に
筏

第二fl'ri

一
一
一
メ
ー
ト
ル
に
迷
す
る
基
盤
の
丹
波
府
鮮
の
頁
岩
の
大
き
な
ね
境
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
大
き
な
お
塊
は
火
時
流
に
よ
っ
て
そ
ん

な
に
速
く
に
逆
ば
れ
な
い
か
ら
、
佐
品
開
利
凝
民
向
れ
き
山
況
を
流
出
し
た
火
作
流
の
噴
出
口
の
一
つ
が
こ
の
付
近
に
あ
っ
た
こ
と

自然・考，11RI－＇＇た繍 i
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を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
佐
関
利
凝
灰
角
れ
き
山
刊
行
の

噴
出
口
の
多
く
は
、
川
石
仏
パ
の
大
き
さ
や
種
煩
か
ら
カ
ル
デ
ラ

の

に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

表 28

火
口
か
ら
火
砕
流
と
し
て
噴
出
さ
れ
た
火
山
灰
、
軽
石
、
結

日
間
や
岩
お
の
破
片
は
、
約
八

O
立
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
達
し
、

そ
の
大
部
分
が
カ
ル
デ
ラ
内
に
堆
積
し
た
。

ま
た
近
畿
自
動

市
道
の
工
事
小
に
は
佐
品
山
田
利
凝
灰
角
れ
き
山
行
中
に
郎
一
も
れ
た

径一一一

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
炭
化
し
た
幹
が
み
つ
か
っ

て
い
る
。
こ
の
炭
化
物
は
当
時
の
地
表
に
は
純
物
が
生
い
茂

り
、
そ
の
地
表
を
高
速
の
火
砕
流
が
木
々
を
な
ぎ
倒
し
て
焼

き
な
が
ら
流
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

」
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
有
馬
関
群
を
噴
出
さ
せ
た
火
山
活

動
は
、

A
f
か
ら
約
一
億
年
前
か
ら
七

0
0
0万
年
前
ご
ろ
、

日
本
列
島
が
朝
鮮
半
島
に
接
続
す
る
形
で
ア
ジ
ア
大
離
の
東

を
含
む
流
紋
岩
が
広
い
範
閉
に
わ
た
る
分
布
を
一
ぶ
す
こ
と
か
ら
、
当
時
は
火
の
悶
さ
な
が
ら
の
火
山
活
動
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
、

端
に
位
置
し
て
い
た
と
き
の
地
殻
変
動
で
あ
る
。
有
馬
層
群

神
戸
市
域
に
も
巨
大
カ
ル
デ
ラ
が
存
殺
し
た
。
こ
の
よ
う
な
興
味
あ
る
地
球
史
に
神
戸
市
域
が
か
か
わ
っ
て
い
る
事
実
が
解
明

r8o j<ljr戸のJili)f1と地質第三三1ji:



さ
れ
た
の
は
、
こ
こ
数
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。

2 

大
規
模
な
マ
グ
マ
の
上
昇
と
花
こ
う
岩
類

大
規
模
な
マ

グ
マ
の
上
昇

中
生
代
の
終
わ
り
の
白
亜
紀
後
期
か
ら
新
生
代
の
古
第

に
か
け
て
、
中
央
構
造
線
以
北
の
関
前
日
本
内

帯
で
は
大
規
模
な
花
こ
う
岩
質
マ
グ
マ
の
貫
入
が
地
一
ト
で
起
こ
っ
た
。
六
甲
山
地
を
つ
く
っ
て
い
る
花
こ
う

岩
も
こ
の
時
期
に
貫
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
地
上
で
は
火
山
活
動
も
践
ん
で
、
有
馬
層
鮮
の
よ
う
な
流
紋
岩
類
が
噴

し
ずこ

し
か
し
流
紋
岩
類
の
方
は
地
下
の
大
き
な
マ
グ
マ
溜
り
か
ら
先
に
地
表
に
で
て
急
速
に
冷
却
し
た
の
に
対
し
て
、
花

激しい火成活動・流紋おと花こう主；

こ
う
岩
は
マ
グ
マ
溜
り
か
ら
ぶ
一
般
の
中
・
古
生
間
胞
に
貫
入
し
て
数
百
万
年
以
上
も
か
か
っ
て
地
下
で
ゆ
っ
く
り
冷
却
し
た
。

六
甲
山
地
の
花
こ
う
岩
は
、
布
引
花
こ
う
閃
緑
岩
と
六
甲
花
こ
う
岩
と
に
分
け
ら
れ
て
き
て
い
る
。
布
引
花
こ
う
閃
緑
岩
は

中
央
構
造
線
の
す
ぐ
北
側
に
沿
っ
て
東
西
に
納
長
く
の
び
る
領
家
帯
と
呼
ば
れ
る
深
成
変
成
常
に
尚
班
紀
後
期
に
賞
入
し
た
花

こ
う
岩
で
、
新
期
領
家
花
こ
う
岩
類
に
属
す
る
。
六
甲
花
こ
う
岩
は
飯
山
本
山
恨
の
北
側
に
分
布
す
る
山
陽
川
市
の
花
こ
う
岩
類
に
属

し
、
領
家
帯
新
期
花
こ
う
岩
よ
り
後
に
投
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

有
馬
温
泉
南
方
の
射
場
山
や
逢
ケ
山
、
間
六
甲
の
石
楠
花
山
な
ど
で
は
、
六
甲
花
こ
う
岩
が
有
馬
層
群
の
流
紋
岩
に
貫
入
し

て
い
る
の
が
観
察
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
流
紋
岩
は
、
六
甲
花
こ
う
岩
と
の
妓
触
而
か
ら
…
脈
数
十
メ
ー
ト
ル
か
ら
数
百
メ

i
ト
ル

第二節

に
わ
た
っ
て
マ
グ
マ
の
熱
で
接
触
変
成
作
用
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
は
有
潟
層
群
の
火
山
活
動
の
方
が
、
六
甲
花
こ
う
岩
の
設

入
よ
り
少
し
先
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
有
馬
隠
群
の
流
紋
岩
類
は
布
引
花
こ
う
間
内
線
岩
の
分
布
し
て
い
る
と

自然・考，1,庁長央総i工8r



」
ろ
に
は
み
ら
れ
な
い
の
で
、
流
紋
山
石
川
糾
と
の
誼

般
の
前
後
関
係
は
わ
か
ら
な
い
。

布
引
花
こ
う
閃
緑
岩

と
土
橋
石
英
関
緑
岩

布
引
貯
水
池
や
山
一
川
原
貯
水

池
付
近
を
棋
式
地
と
す
る

布
引
花
こ
う
閃
緑
川
布
は
、
位
継
山
、

政
山
の
あ
る

向llfi紀花こう岩綴の分布

ハ
中
山
地
の
市
の
へ
り
に
分
布
し
て
い
る
。

清1

花
こ
う
間
内
総
岩
は
、
灰
色
の
長
石
や
石
英
と
黒
な

い
し
陪
緑
色
の
忠
信
民
間
や
角
関
石
と
が
混
じ
っ
た

こ
ま
邸
状
で
、
角
関
石
や
脳
出
雲
母
な
ど
の
有
色
鉱

物
の
休
前
百
分
率
が
一

O
J
一一

odpの
小
粒
の
花

｜叉I33 

」
う
閃
緑
初
で
あ
る
。

し
ば
し
ば
有
色
鉱
物
が
波

集
し
た
、
径
数
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
二

O
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
大
の
閉
山
色
の
団
塊
状
捕
獲
岩
を
合
ん

で
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る

（
写
真
偽
）

O
A
W度
山
付

近
で
六
叩
花
こ
う
岩
が
布
引
花
こ
う
閃
緑
殺
を
朝
刊
〈

く
小
路
頭
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
布
引
花
こ
う
閃

総
山
引
の
地
質
時
代
は
六
叩
化
こ
う
川
行
よ
り
以
前
の
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も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

か
ら
と

か
つ
て
土
橋
と
唐
檎
を
結
ぶ
六

甲
山
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
小
に
ト
ン
ネ
ル
の
南
坑
口
付
近
か
ら
北

へ
約
二
キ
口
メ
！
ト
ル
に
わ
た
っ
て
、
陥
灰
色
を
し
た
粗
粒
の

石
英
関
綴
岩
が
見
つ
か
っ
た
。
主
な
鉱
物
と
し
て
石
英
、

長
石
、
斜
長
石
、
問
中
小
倍
以
母
、
角
閃
石
が
含
ま
れ
る
細
粒
の
光
日
間

質
山
石
で
、
土
橋
石
英
関
緑
山
川
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
十
分
に
成
長

し
た
結
晶
加
で
閉
ま
れ
た
科
長
石
や
県
雲
母
や
角
関
石
な
ど
の

;IJ 

ワ

写真 46 布引花こう関緑岩

結
晶
の
間
を
、
石
英
や
カ
リ
長
石
が
充
た
し
て
い
る
組
織
が
特
徴
的
で
あ
る
。

の
~， 

激しい火成活動・流紋おと花こうまi

ト
ン
、
ネ
ル
山
内
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
六
甲
花
こ
う

山
初
、
が
貫
入
し
、
そ
の
郊
分
で
は
土
橋
石
英
閃
緑
川
引
が
町
内
結
日
間
作
用
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
後
触
却
で
は
、
六
甲
花
こ

グ
マ
と
土
僑
石
英
関
緑
岩
と
の
間
の
反
応
に
よ
っ
て
で
き
た
珂
行
の
小
山
の
化
学
総
成
を
ぷ
す
混
成
岩
を
生
じ
て
い
る
。
こ
れ

叩
花
こ
う
岩
と
と
も
に
現
夜
の
位
ほ
へ
上
昇
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

は
土
橋
石
英
関
緑
岩
の
一
郎
が
地
下
深
一
加
で
六
叩
花
こ
う
告
の
マ
グ
マ
に
よ
る
泌
成
作
川
を
受
け
た
こ
と

し
、
そ
の
後
六

六
甲
花
こ
う

岩
と
御
影
石

ハ
甲
山
地
の
大
畑
山
分
を
つ
く
る
六
m
T
花
こ
う
計
は
、
一
部
に
向
閃
石
止
を
含
む
花
こ
う
宕
が
み
ら
れ
る
が
、
大
部

、
リ
メ
！
、
レ
コ
’
h
γ
L
U
L
一、

ノ

1

i

L

J

判
l
ψ
4
7〈

分
は
泉
主
母
花
こ
う
殺
で
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
結
品
粒
の
大
き
さ
が
一

J

一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
v

い
い
の
組
粒
の
花
こ
う
沼
で
あ
り
、

一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
ド
の
糾
粒
の
花
こ
う
店
は
少
抵
で
あ
る
。
中
J
州
側

粒
の
ふ
ハ
中
花
こ
う
岩
の
特
徴
は
、
阪
山
色
の
斜
長
行
と
紫
色
を
借
び
た
淡
以
色
の
お
英
か
ら
な
る
広
一
地
に
淡
紅
色
の
カ
リ
H
K
A
h

第二節

が
斑
状
で
混
じ
り
黒
雲
母
が
散
布
し
、

川
明
焼
効
果
が
よ
い
こ
と
で
あ
る
。

六
中
山
地
の
南
競
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
六
叩
花
こ
う

自f！，＼ ・考古j皮JIミ縦 i183 



山
犯
は
「
御
影
石
」
と
呼
ば
れ
一
わ
材
と
し
て
著
名
な
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
六
甲
山
地
は
隆
起
や
断
層
運
動
な
ど
の
影
響
を
強

く
受
け
、
断
層
や
節
理
が
発
達
す
る
た
め
に
大
型
の
石
材
は
非
常
に
少
な
く
、
現
犯
は
ほ
と
ん
ど
採
石
さ
れ
て
い
な
い
。

制
粒
の
六
山
中
花
こ
う
岩
は
赤
み
が
か
っ
た
灰
色
で
、

径
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
黒
雲
ほ
か
｝
斑
状
に
含
ん
で
い
る
。

ノ＼

Ejl 
A 
乙ι

山
縦
走
コ
！
ス
の
中
で
、
須
磨
区
機
尾
山
東
方
の
け
わ
し
い
尾
根
を
構
成
し
て
い
る
の
は
こ
の
刺
粒
花
こ
う
岩
で
あ
る
。
制
粒

花
こ
う
岩
は
中

1
粗
粒
の
花
こ
う
岩
に
比
べ
て
風
化
浸
食
に
強
い
た
め
、
け
わ
し
い
尾
根
を
つ
く
る
場
合
が
多
い
。
六
甲
花
こ

う
岩
の
カ
リ
ウ
ム
・
プ
ル
ゴ
ン
法
に
よ
る
年
代
測
定
で
は
、
七
瓦

O
O万
か
ら
七
二

O
O万
年
前
の
値
を
示
す
が
、
こ
の
放
射

年
代
は
地
質
時
代
で
は
中
生
代
白
亜
紀
後
期
に
あ
た
る
。

六
甲
花
こ
う
岩

を
震
く
岩
源
群

六
甲
山
地
に
み
ら
れ
る
岩
脈
類
に
は
花
こ
う
斑
岩
、
石
英
斑
山
府
、

ひ
ん
拐
、
安
山
右
の
岩
脈
と
ベ
グ
マ
タ

イ
ト
や
ア
プ
ラ
イ
ト
の
脈
が
あ
る
。
山
石
脈
は
垂
直
に
近
い
急
傾
斜
の
も
の
が
普
通
で
、
花
こ
う
岩
と
の
貫

入
境
界
は
明
瞭
な
も
の
が
多
い
。
ま
た
貫
入
境
界
而
が
小
断
層
で
花
こ
う
狩
と
接
す
る
も
の
も
あ
る
。
岩
脈
の
周
辺
部
分
は
中

心
部
に
比
べ
て
急
速
に
冷
却
倒
結
し
た
た
め
細
粒
ま
た
は
ガ
ラ
ス
質
に
な
っ
て
お
り
、
立
入
境
界
聞
と
旅
行
し
た
流
血
構
造
が

み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

ひ
よ
ど
り
ど
え

花
こ
う
斑
殺
は
六
甲
山
地
問
部
の
鵜
越
地
区
に
、
一
ニ
J
二
0
メ
ー
ト
ル
の
脈
阪
で
南
北
か
ら
北
北
東
方
向
に
‘
平
行
し
た
岩
脈

併
を
な
し
て
い
る
。
石
英
斑
岩
は
六
甲
山
地
の
中
央
部
か
ら
間
六
mv
に
分
布
す
る
も
の
が
多
く
、
問
六
甲
で
は
東
部
あ
る
い
は

東
北
東
方
向
に
数
多
く
分
布
し
、
中
に
は
脈
脈
が
一

0
メ
ー
ト
ル
に
も
達
し
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
追
跡
さ
れ
る
も
の

も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
石
英
斑
岩
は
、

一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
大
の
石
英
、
斜
長
石
、

の
斑
日
聞
が
点
花
す
る
も
の
と
、

ほ
と
ん

ど
斑
日
間
の
な
い
敏
筏
な
石
基
か
ら
な
る
も
の
と
が
あ
る
。

ひ
ん
岩
は
平
均
脈
脈
二
メ
ー
ト
ル
程
度
の
も
の
が
六
中
山
地
の
中
央
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部
に
み
ら
れ
、

い
ろ
い
ろ
の
貫
入
方
向
の
も
の
が
認
め
ら
れ
る
が
東
部
伎
の
も
の
が
や
や
卓
越
し
て
い
る
。
斑
日
間
鉱
物
に
よ
っ

て
は
、
角
肉
店
ひ
ん
岩
や
糠
石
ひ
ん
岩
な
ど
が
識
別
さ
れ
る
。

六
甲
山
地
の
岩
脈
の
生
成
時
期
は
、
六
甲
花
こ
う
岩
の
形
成
後
か
ら
神
戸
層
群
の
堆
積
前
の
関
で
、
白
亜
紀
末
か
ら
古
第
一
一
一

紀
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
山
毛
布
脈
相
互
の
貫
入
関
係
や
捕
獲
岩
に
よ
る
証
拠
な
ど
か
ら
、
岩
脈
の
貫
入
順
序
は
、
花
こ
う
斑

山
石
、
石
英
斑
岩
、

ひ
ん
岩
と
推
定
さ
れ
る
。

火
成
活
動
と
関
連
す

る
地
下
資
源
や
温
泉

白
河
出
紀
か
ら
古
第
一
一
一
紀
の
火
成
活
動
に
関
連
し
て
、
北
探
山
地
の
多
国
鉱
山
や
丹
生
山
地
の
帝
釈
鉱
山

な
ど
の
金
揺
鉱
床
や
社
町
の
平
木
鉱
山
な
ど
の
非
金
属
鉱
床
が
生
成
し
た
。
金
属
鉱
床
は
、
地
下
二

O

0
0
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
所
に
貫
入
し
た
石
英
斑
岩
岩
脈
な
ど
に
関
係
す
る
マ
グ
マ
か
ら
分
離
さ
れ
た
熱
水
溶
液
に
由
来
す
る

激しい火成活動・流紋岩と花こう務

品
川
水
鉱
床
で
あ
る
。
北
区
の
帝
釈
山
の
南
中
綾
に
あ
る
帝
釈
鉱
山
は
、
有
馬
層
群
第
二
期
の
玉
甑
溶
結
凝
灰
岩
中
に
は
い
飴
す

る
銅
・
鉛
・
亜
鉛
を
含
む
多
金
属
鉱
派
鉱
床
で
、
多
剖
鉱
山
に
非
常
に
よ
く
似
た
タ
イ
プ
の
鉱
床
で
あ
る
。
平
均
脈
隠

五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
鉱
脈
が
四
本
あ
っ
た
が
現
在
は
廃
鉱
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
帝
釈
山
の
北
側
に
も
、
際
尾
拡
山
や
払
川
鉱
山

の
廃
坑
跡
が
あ
る
が
そ
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
非
金
鼠
鉱
床
は
カ
オ
リ
ン
質
ろ
う
石
鉱
床
で
、
平
木
鉱
山
は
有
鳥
居
群
第
ニ

期
の
凝
灰
岩
が
浅
熱
水
性
変
質
作
用
を
受
け
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
鉱
石
は
カ
オ
リ
ナ
イ
ト
と
石
英
か
ら
な
り
、

グ
一
フ
ス
フ

ァ
イ
パ
ー
や
タ
イ
ル
の
原
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

北
区
有
馬
町
に
は
、

日
本
の
最
古
の
混
泉
と
さ
れ
る
有
馬
温
泉
が
あ
る
。
江
戸
時
代
の
「
楓
泉
番
付
」
を
み
る
と
東
の
大
関

第二節

（
悶
以
南
位
）

の
湯
と
並
ん
で
、
西
の
大
簡
は
有
馬
の
湯
と
な
っ
て
い
る
。

泉
源
は
温
度
九

O
度
以
上
の
も
の
が
六
カ
所
、
組
度
四
三
度
以
上
の
中
・
低
撮
泉
、
温
度
一
一
一
二
監
以
下
の
鉱
泉
が
そ
れ
ぞ
れ

自然・考古日室長ミ講話i185 



数
カ
所
あ
り
、
総
計
日
畳
一
一
一

0
0
0立
万
メ
ー
ト
ル
刑
制
度
が
浴
剤
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
泉
質
は
食
海
泉
・
炭
酸
泉
・
放
射
能

泉
に
底
分
さ
れ
、
特
に
食
滋
泉
は
わ
が
国
最
大
の
合
取
泉
を
誇
る
も
の
で
、
高
温
泉
は
す
べ
て
こ
の
泉
質
で
あ
り
、
有
馬
温
泉

を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

i昭
和

十
九
J
間
十
年
に
神
戸
市
の
委
託
を
う
け
た
笠
間
太
郎
・
鶴
巻
道
一
一
が
、
既
存
泉
源
だ
け
で
な
く
、
広
範
囲
の
調
査

を
行
っ
た
結
果
、
山
川
泉
の
成
分
源
と
熱
源
と
は
別
倒
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
考
え
が
出
さ
れ
た
。
有
馬
地
区
の
高
温
泉
は

あ
た
ご

愛
宕
山
北
方
に
集
中
し
、
こ
こ
か
ら
縦
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
川
肌
度
降
下
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
高
楓
泉
は
泉
源
相
互
の
干
渉
が

著
し
く
あ
り
、
そ
の
悌
出
店
に
は
余
燃
が
な
い
が
、

一
方
、
小
・
低
揃
泉
や
鉱
泉
は
既
彩
泉
源
以
外
の
と
こ
ろ
に
も
泉
徴
が
み

ら
れ
将
来
性
が
期
待
さ
れ
る
。

近
年
の
有
馬
地
区
で
の
泉
源
探
査
の
成
功
例
は
、
有
馬
町
字
山
閉
山
に
あ
る
有
馬
漏
出
水
病
院
放
地
内
で
の
ボ
ー
リ
ン
グ
泉
源

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
）
に
深
度
六

0
0
メ
ー
ト
ル
で
泉
源
に
当
た
り
、

エ
ア

i
リ
フ
ト
試
験
の
結
果

主
、
日
間
ぃ
支
局

l

i
！
｝
 

山
間
六
度
の
祖
泉
が
ん
均
八
ペ
一
一

O
リ
ッ
ト
ル
初
出
し
た
と
の
記
録
が
あ
る
。
こ
の
泉
質
は
含
炭
椴
食
取
泉
で
あ
り
、

数
年
後
に
は
、
ボ
！
リ
ン
グ
孔
に
沈
澱
物
の
付
清
な
ど
が
あ
り
、
湧
出
設
が
械
度
に
減
少
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
泉
源
の

約
二

0
0メ
ー
ト
ル
出
方
で
再
度
ボ
ー
リ
ン
グ
を
行
い
、
深
度
八
六
五
メ
ー
ト
ル
で
胤
泉
の
湧
出
を
み
た
。

炭
酸
泉
の
初
出
機
械
と
し
て
は
、
こ
の
地
域
に
は
、
も
と
も
と
高
成
殿
濃
度
の
食
取
水
が
あ
り
、
そ
れ
が
地
下
水
と
い
ろ
い

ろ
な
割
合
で
混
合
し
湧
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
食
塩
泉
が
局
部
的
な
熱
源
に
よ
り
加
熱
さ
れ
炭
酸
の
大
部
分
を
失
っ
た
の
が
、

の
向
指
泉
で
あ
り
、
こ
の
枚
附
さ
れ
た
炭
階
ガ
ス
が
再
び
地
下
水
に
溶
解
し
た
の
が
、
炭
酸
泉
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
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第
三
節

吉
神
戸
湖

の
誕
生

被
覆
層
の
神
戸
庸
群

神
戸
地
域
の
神
戸
摺
群

六
甲
山
地
の
花
こ
う
岩
や
丹
生
山
地
の
流
紋
岩
を
生
ん
だ
白
川
出
紀
後
期
の
大
規
棋
な
火
成
活
動
は
、
日
本
列
島

が
ア
ジ
ア
大
控
の
東
の
端
に
位
践
し
て
い
る
と
き
に
起
こ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
数
千
万
年
を
経
た
新
生
代
第
一
一
一
紀

山
小
新
祉
に
は
日
本
列
島
は
、
狭
い
日
本
海
を
は
さ
ん
で
ま
だ
ア
ジ
ア
大
隙
に
近
い
位
置
に
あ
っ
た
。

日
本
の
綾
上
に
は
熱
帯
j
迎
熱
帯
性
の
純
物
が
繁
茂
し
、
海
岸
に
は
サ
ン
ゴ
礁

そ
の
こ
ろ
の
地
球
は
全
体
に
気
瓶
、
が
高
く
、

や
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
中
新
世
中
期
の
熱
帯
的
環
境
の
あ
と
に
起
こ
っ
た
日
本
織
の
拡
大
運
動
に
よ

被子芝府の神戸隠'Wf

っ
て
日
本
列
島
は
開
き
は
じ
め
、
現
在
の
日
本
列
島
の
位
置
に
徐
々
に
近
づ
く
動
き
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
合
神
戸
湖
は
、

本
列
島
が
移
動
し
は
じ
め
た
こ
ろ
に
で
き
た
大
き
い
湖
で
あ
っ
た
。

神
戸
時
閣
群

の
分
布

第三節

市
神
一
円
湖
は
ど
れ
く
ら
い
の
大
き
さ
の
湖
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
湖
底
に
堆
積
し
た
均
腐
を
神
戸
層
群
と
呼
ん

神
戸
市
内
で
は
長
問
区
丸
山
、
垂
水
区
塩
屋
な
ど
が
神
戸
際
群
の
南
限
に
あ
た
り
、
北
間
以
は
加
束
郡
東
条
町
の
東
条
湖
付
近

で
い
る
が
、
神
戸
摺
群
の
分
布
が
古
神
戸
湖
の
広
が
り
を
知
る
手
掛
か
り
に
な
る
。
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な
ま
ぜ

ま
で
達
し
て
い
る
。
東
は
一
部
が
宝
塚
に
近
い
間
宮
市
生
瀬
付
近
に
分
布
す
る
が
、

ほ
ぼ
三
回
盆
地
の
東
の
へ
り
ま
で
広
が
っ

て
い
る
。
関
へ
の
広
が
り
は
一
一
一
木
市
街
地
に
お
よ
び
、
来
四
方
向
、
南
北
方
向
と
も
に
約
一
一
一

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
長
さ
を
も
っ

被援だjの神戸j問洋第三Rrl
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刻I!JI I J京、以；
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系
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IC:！川終版
多チ｜τ刈g官、h万

n J也ft 11：、子Y't J也放射年代
（百万年前）

5 

25 

38 
11 ，－ ~xi 三品目

55 

て
い
る
。
単
純
に
こ
の
距
雌
で
比
較
す
る
と
、

ほ
ぼ
大
阪
湾
の
北
半
部
の
広
さ
に
近
い
広

式

〕

C
3一己

O

J
ム
？
l

v

J

A

O

ぃ

d
－

お
よ
そ
一
五

O
O万
年
前
、

の
北
部
に
大
阪
湾
の
半
分
の
広
さ
の
湖

が
存
作
し
て
い
た
。
神
戸
市
域
の
神
戸
間
群
は
、
丹
生
山
地
を
挟
む
形
で
、
市
の
西
北
部
と

北
部
と
に
分
布
す
る
。
丹
生
山
地
溺
郊
で
は
山
問
、
監
部
、
鈴
蘭
ム
口
を
経
て
須
磨
肢
の
肉

お

う

ご

お

お

ぞ

う

川
、
名
谷
か
ら
垂
水
区
塩
屋
町
に
及
ん
で
い
る
。
丹
生
山
地
北
部
で
は
淡
一
問
、
大
沢
、
長

の
各
町
を
は
じ
め
一
一
一
凶
致
地
に
広
く
分
布
し
て
い
る
。
第

節
で
も
述
べ
た
が
神
戸
隠

群
は
明
石
海
峡
を
越
え
た
淡
路
島
北
部
に
も
分
布
す
る
が
、
器
廃
県
隠
と
名
づ
け
ら
れ
た

こ
の
地
胞
は
浅
海
に
す
む
只
化
石
を
含
む
海
成
問
で
あ
る
。

た
い
の
は
た

れ
る
海
成
層
は
最
水
区
塩
産
か
ら
須
陪
…
除
名
／
井
抑
制
に
か
け
て
分
布
し
、
海
生
の
ほ
ハ
化
石
を

の
延
長
と
抗
定
さ

産
出
す
る
。
最
近
、
岩
屋
京
隠
は
神
戸
閉
山
鮮
と
は
別
の
地
層
で
あ
り
、
神
戸
府
幹
も
こ
れ

ぜ
ん
し
ん
せ
い

ま
で
の
説
と
異
な
り
第
一
一
一
紀
漸
新
位
（
約
一
一
一
0
0
0万
年
前
）
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
新
し
い
説
が
発
表
さ
れ
た
が
、
本
主
で
は
神
戸
地
域
に
つ
い
て
は
従
米
の
説
に
し
た

が
っ
て
記
述
す
る
。

神
戸
隠
群
と
い
う
名
称
は
、
鹿
附
時
土
〈
（

八
）
に
よ
っ
て
命
名
さ

神
戸
市
西
部

の
神
戸
腐
群

れ
た
地
問
名
で
あ
る
が
、
当
時
は
こ
れ
か
ら
述
べ
る
垂
水
区
境
屋
、
須
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磨
区
多
井
畑
、
北
区
鈴
踏
台
な
ど
の
丘
陵
地
を
構
成
す
る
中
新
世
の
地
問
を
対
象

に
し
て
い
た
。
神
戸
市
開
部
に
分
布
す
る
神
戸
層
群
は
下
部
か
ら
上
部
へ
、
多
弁

造成 iアj；：で珍iれた多弁畑断F~I C須際医多:Jj:J;!U)

州
民
間
、
内
川
則
氏
問
、
監
那
則
的
問
の
一
…
…
つ
に
大
別
さ
れ
て
い
る
。

多
井
畑
累
閣
は
垂
水
区
塩
屋
谷
川
の
両
岸
に
沿
う
形
で
上
流
の
多
弁
畑
ま
で
幅

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
分
布
す
る
が
、

一
部
は
長
問
区
丸
山
付
近
に

も
分
布
す
る
。
主
に
中
粒

i
粗
粒
の
砂
岩
と
青
灰
色
泥
質
岩
か
ら
な
る
が
、
凝
灰

岩
隠
は
白
川
累
閥
や
監
那
累
層
に
比
べ
て
少
な
く
、
四
枚
認
め
ら
れ
る
。
最
下
位

の
凝
灰
岩
の
上
部
に
賠
青
灰
色
の
海
成
泥
質
岩
が
あ
り
、
海
生
協
ハ
化
お
を
産
出
す

る
。
多
弁
畑
付
近
か
ら
お
〈
化
石
の
産
出
す
る
こ
と
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、

f

l

 

m川
ポ
小
。

一
年
神
戸
市
水
道
局
多
弁
畑
ポ
ン
プ
場
建
設
の
際
保
存
の
良
い
オ
キ
シ

ジ
ミ
や
シ
オ
フ
キ
な
ど
数
種
の
阿
久
化
石
、
が
安
藤
保
二
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
。
同

以l35 

ポ
ン
プ
場
付
近
で
は
昭
和
六
十
三
年
に
行
わ
れ
た
造
成
工
事
で
も
貝
化
石
が
採
集

さ
れ
た
が
、
保
存
は
良
好
で
は
な
く
種
名
の
決
定
は
関
雑
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
兵

庫
県
立
須
磨
友
が
丘
高
等
学
校
正
門
付
近
で
マ
ガ
キ
が
街
集
状
態
で
大
量
に
産
出

が
あ

J

い
。
こ
れ
ら
の
悶
〈
化
石
群
は
神
戸
田
群
の
時
代
決
定
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
期
待
さ
れ
る
が
、
幼
貝
で
あ
っ
た

し
た
。
多
弁
馴
化
石
間
の
貝
類
は
内
消
汽
水
域
の
岩
礁
や
砂
泥
底
に
生
息
す
る
穏

り
、
保
存
状
態
の
惑
い
標
本
が
多
く
正
確
な
年
代
決
定
資
料
と
し
て
は
問
題
が
残
る
。
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昭
和
六
十
一
年
、
明
石
海
峡
大
橋
の
舞
子
沖
椴
脚
地
点
で
行
わ
れ
た
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
で
、
海
面
下

九
八
メ
ー
ト
ル
で

盤
の
花
こ
う
岩
在
不
整
合
に
神
戸
層
群
の
砂
際
簡
が
覆
っ
て
い
る
の
が
確
か
め
ら
れ
た
。
そ
れ
よ
り
上
位
へ
約
七

O
メ
i
ト
ル

の
厚
さ
で
神
戸
層
群
が
重
な
り
、
そ
の
中
に
数
層
泊
中
に
わ
た
っ
て
マ
ガ
キ
、

オ
キ
シ
ジ
ミ
の
類
な
ど
の
良
化
石
を
含
む
泥
質
岩

が
認
め
ら
れ
た
。
岩
相
、
化
石
穏
か
ら
み
て
、
多
弁
焔
累
胞
の
延
長
で
あ
る
の
は
確
実
で
あ
る
。

多
井
畑
累
隠
は
基
擦
の
花
こ
う
岩
瀬
を
不
整
合
に
斑
う
が
、
横
尾
山
、
鉄
拐
山
、
鉢
伏
山
な
ど
の
北
麓
で
は
六
巾
花
こ
う
岩

と
断
層
関
係
で
接
し
、
花
こ
う
岩
が
一
一
一

O
J凹
O
度
の
傾
斜
で
多
弁
焔
泉
府
に
釣
き
あ
げ
て
い
る
（
術
上
断
問
、
日
絵
ロ
）
。

地
問

の
一
陣
さ
は
約
九

0
メ
ー
ト
ル
と
役
定
さ
れ
る
。

白
川
累
隠
は
須
磨
区
名
谷
、

r
日
川
地
域
を
中
心
に
広
く
分
布
す
る
が
、
際
店
、
砂
店
、
泥
岩
な
ど
に
灰
白
色
流
紋
岩
質
凝
灰

者
が
挟
犯
し
、
そ
れ
ら
の
岩
相
は
蛇
行
河
川
堆
舵
物
、
扇
状
地
縁
辺
部
堆
詰
物
、

ゆ悶
J

川
川
住
在
仇
川
、
域
文
性
白

3
〉
佐
立
羽
を

4
y
t
H
ノよ

j
e
d
g
i
－

－

下

f
A
T
u
t
－

Z44色

し

リ
ズ
ミ
ッ
ク
に
変
化
す
る
。
凝
灰
岩
山
中
に
は
保
存
の
良
い
他
物
化
石
が
含
ま
れ
て
お
り
、

か
ら
向
川
の
純
物
化
石

の
名
で
広
く
知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
↑
土
産
地
は
相
次
ぐ
大
規
模
な
住
宅
地
造
成
工
事
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
治
失
し
て
し
ま
っ

被夜j認の神戸j百1洋

た
。
向
川
の
植
物
化
石
に
関
し
て
は
次
翠
に
述
べ
る
。
水
平
に
近
い
重
な
り
を
示
し
、
層
淳
は
約
一

0
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

藍
那
累
関
は
木
見
峠
頂
ト
ム
郊
を
中
心
に
分
布
す
る
が
、
神
戸
電
鉄
一
一
一
木
線
の
問
鈴
闘
ム
口
駅
か
ら
木
津
駅
間
の
監
那
川
に
…
沿
う

谷
控
に
連
続
し
て
観
察
で
き
る
。
下
部
の
岩
相
は
砂
山
布
、
磯
山
行
、
泥
お
な
ど
か
ら
な
り
、

rM色
凝
灰
岩
を
技
む
が
、
上
部
に
し

た
が
い
凝
灰
岩
が
多
く
な
る
。
監
那
県
間
に
も
保
存
の
良
い
航
物
化
石
が
合
ま
れ
る
。
関
厚
七

0
メ
ー
ト
ル
以
上
で
φ

める。
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2 

一
一
一
回
地
域
の
神
戸
層
群

一
一
一
間
盆
地
の

神
一
戸
層
群

六
甲
、
丹
生
山
地
の
北
側
に
ひ
ろ
が
る
三
回
盆
地
に
は
、
神
戸
市
北
一
弘
の
長
尾
町
を
は
じ
め
道
場
、
有
野
、

大
沢
、
淡
河
の
各
町
が
あ
る
。
盆
地
内
は
ゆ
る
や
か
な
起
伏
を
も
っ
一
一

0
0
メ
ー
ト
ル
前
後
の
丘
陵
と
そ
の

間
を
流
れ
る
河
川
に
沿
う
沖
積
低
地
か
ら
な
る
が
、
盆
地
の
周
り
は
北
、
束
、
南
を
流
紋
岩
類
の
山
地
が
盆
地
を
掴
む
よ
う
に

分
布
し
て
い
る
。

一
一
一
回
盆
地
内
の
丘
陵
も
沖
結
低
地
下
も
す
べ
て
神
戸
層
群
で
で
き
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
地
層
は
周
り
の
流
紋
岩
山
地
か
ら
供

給
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、

か
つ
て
こ
こ
に
大
き
な
湖
（
合
神
戸
湖
）
の
存
在
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
地
躍
を
岩

相
と
堆
積
サ
イ
ク
ル
な
ど
准
積
機
構
に
お
一
点
を
お
い
た
研
究
が
最
近
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
盆
地
周
辺
に
は
際
岩
や

砂
川
桁
な
ど
粗
粒
の
河
川
崎
巾
街
物
や
一
扇
状
地
堆
杭
物
が
分
布
し
、
中
央
に
向
か
っ
て
シ
ル
ト
や
泥
岩
の
よ
う
な
細
粒
の
湖
成
推
街

物
に
移
化
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
山
石
相
に
よ
っ
て
次
の

一
つ
の
民
間
に
成
分
さ
れ
る
。

一
一
一
回
累
崩
は
一
一
一
凶
盆
地
の
北
部
、
東
縁
部
、
南
縁
部
に
分
布
す
る
が
、
有
馬
層
群
を
不
整
合
に
お
お
い
、
古
川
則
的
問
問
に
終
合

に
お
お
わ
れ
る
。
下
部
か
ら
上
部
に
向
か
っ
て
、
蛇
行
性
河
川
堆
積
物
の
制
粒
相
か
ら
、
扇
状
地
検
積
物
の
粗
粒
相
へ
移
り
、

さ
ら
に
細
粒
の
湖
成
堆
積
物
に
変
化
し
て
い
く
。
下
位
か
ら
砥
石
川
泥
宕
砂
岩
部
閥
、
新
聞
際
器
部
関
、
下
井
沢
泥
山
行
部
痛
に

区
分
さ
れ
る
。
隠
厚
約
四

O
O
メ
！
ト
ル
。

古
川
果
関
は
一
一
一
mm
盆
地
中
部
、
関
北
部
に
分
布
し
、
下
位
の
一
一
…
郎
累
層
上
に
桧
合
に
重
な
り
、
上
位
の
細
川
累
隠
に
数
合
に
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第三節被夜間の神戸層群

日 三木市 小野市 社町 ？〈

図 36 三｜羽君主地に分布する宇！t戸隠若手の模式隠j亨断面隊Ic尾崎五紀・松浦治久， 1988)

~ l針作j J 与＿.－－ n斜村i

t ♂－－－ iii：定的fんj ／」r 1i.1H制

間 37 ささ閃君主j也に分布するネ111戸府訴のおー相15<；分｜濁（尼崎IE紀.j~＇； i!Jli'{1i久， 1988)
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お
お
わ
れ
る
。

上
方
組
粒
化
型
の
税
制
似
サ
イ
ク
ル
を
一
爪
ナ
長
短
砂
川
h
泥
山
行
部
川
と
、
線
引
、

{ij; 

イ1

ーじ
1
1
H
H

こ
小
グ
1

1
コじ
L
I
M
N
川

訂

υド，
A
1
2
1
4
1
ι
f
h
W
H
Y－
川
叶
U
V
H
Xペト

ιル！
J
山

ら
な
る
古
安
砂
川
布
泥
岩
際
利
郎
閣
と
、
主
に
泥
山
れ
か
ら
な
る
原
坂
泥
山
部
閉
で
で
き
て
い
る
。
同
一
時
間

0
0
メ
ー
ト
ル
。

細
川
累
腐
は
一
一
一
m
開
設
地
市
同
部
の

木
市
に
分
布
す
る
。

間
停
ム
ハ

0
メ
ー
ト
ル
以
上
。

際
山
花
が
1
コ
休
で
砂
円
、

泥
引
を
扶
む
。

神
戸
扇
群
の

地
震
年
代

」
れ
ま
で
の
研
究
で
神
戸
層
群
は
、

新
生
代
新
第
一
一
一
紀
小
新
社
の
中
間
か
ら
後
期
に
あ
た
る
も
の
と
さ
れ
て

き
た
が
、
最
近
の
研
究
（
尼
崎
氏
紀
・
松
浦
治
久
、

一
九
八
八
）
に
よ
れ
ば
、
凝
灰
岩
中
の
ジ
ル
コ
ン
な
使
っ
た

ブ
f

ツ
シ
ョ
ン
ト
ラ
ッ
ク
年
代
で
、

・
一
一
一
土
二
・
～
ハ
M
a
（…一一一一一一一一

O
万
作
。
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
ニ
ム
ハ

O
万

東
条
湖
凝
氏
岩
間
が

北
川
凝
灰
岩
摺
が

五
・
九
十
一
二
・
一

M
a
、
一
戸
凶
焼
以
問
問
、
が
ご
一
一
一
・
八
土

1

・一

M
a
と
測
定
さ
れ
、

い
ず
れ
も

一二

0
0
0万
年
代
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
今
回
の
市
史
一
編
集
に
さ
い
し
て
神
戸
地
域
の
藍
那
累
府
の
フ
ィ
ッ
シ
ョ
ン
ト
一
ブ
ッ

グ
年
代
を
測
定
し
、
一
一
二
・
四
十
二
・
九
M
a
の
年
代
値
を
得
て
い
る
。

ま
た
、
凝
灰
凶
行
中
の
ク
ロ
ウ
ン
モ
を
測
定
試
料
に
し

た
カ
リ
ウ
ム

i
ア
ル
ゴ
ン
法
で
は
北
畑
凝
灰
岩
が
一
一
一
六
・
九
十
一

0
・
八

M
a
お
よ
び

ハ
・
七
十
一

0
・
八

M
a
、
戸
川
凝
川
氏
山
行

ヵ：

一十一

0
・
八
M
a
お
よ
び
三
五
・
八
十
一

0
・
七
M
a
と
、
こ
れ
も
フ
ィ
ッ
シ
ョ
ン
ト
ラ
ッ
ク
年
代
に
似
た
一
一
一

0
0
0

一zノ＼

万
年
代
と
測
定
さ
れ
て
い
る
（
M
a
は
百
万
年
の
問
中
伎
一
記
号
）
。

」
の
年
数
は
小
川
出
コ
バ
叱
始
一
新
佐
木
か
ら
瀬
一
新
位
前
期
に
あ
た
り
、

従
米
の
説
に
比
べ
大
幅
に
古
い
地
質
吋
代
、
を
示
し
て
い
る
。

」
れ
ら
の
年
代
仰
と
純
物
化
石
や
只
化
行
と
の
検
討
は
ま
だ
十
分

に
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
神
戸
閥
幹
の
年
代
決
定
に
川
附
し
て
は
、
今
後
の
問
題
と
さ
れ
る
情
勢
で
あ
る
。
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第
四
節

大
阪
層
群
と
六
甲
変
動

第
四
紀
層
、

大
阪
陪
群
の
内
容
と
区
分

大
阪
腐
群

の
溜
序

る
ll~ 
)',Yi 
オミ

リ
マ／

クボ

第

・fE・ 

OD 

の
十l: ；~ [I日
2不II

1大f三
IZI !・ 

大
阪
摺
群
の
下
か
ら
上
ま
で
ど
の
よ
う
に
地
層
が
県
附
し
て
い
っ
た
か
を
知
る
絞
も
よ
い
資
料
は
、

七
年
大
阪
港
付
近
で
実
施
さ
れ
た
九

O
じ
メ
ー
ト
ル
に

で
あ
る
（
図
お
）
。
こ
の
あ
た
り
は
、
大
阪
層
群
が
最
も
序
く
恥
院
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
所
で
あ
る
か
ら
、

に
地
問
が
そ

ろ
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

そ
こ
で
、
ま
ず
こ
の
断
刑
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
知
織
を
周
辺
に
広
げ
て
ゆ
け
ば
、
神
戸
地
域

大阪隠群と六甲変動

の
大
阪
間
鮮
の
実
態
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

I:: 

で
Ma 

で
表
さ
れ
て
い
る
海
成
粘
土
問
が
繰
り
返
し
あ
ら
わ
れ
る
が
、

）
の
ね
状
際
を
見
て
ま
、
ず
気
づ
く
こ
と
は
、

そ
れ
は
深
度
六

0
0
メ
ー
ト
ル
よ
り
浅
く
な
っ
て
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
応
ろ
う
ぐ
こ
の
よ
う
な
海
成
粘
土
問
は
現
布
の
大
阪

湾
に
近
い
内
湾
な
い
し
内
海
底
に
堆
積
し
た
も
の
で
、
下
位
か
ら
肱

o
、仏
m
l
－
－
：
：
地
口
、
地
口
：
：
：
と
い
う
よ
う
に
符
号
が

つ
け
ら
れ
、
広
く
こ
の
名
称
で
知
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ぬ
0
よ
り
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
地
問
は
、
海
で
は
な
く
湖
の
ゆ

に
堆
積
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
、
そ
れ
ま
で
湖
沼
状
態
に
あ
っ
た
瀬
戸
内
が
内
海
に
変
わ
る
と
い
う
大
き
な
事
件
が

第四節
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あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

さ
ら
に
よ
く
見
る
と
、
上
半
部
の
な
か
で
も
時
、
u

と
地
6
と
の
間
で
変
化
が
み
ら
れ
、
地
6
以
上
で

は
海
成
粘
土
層
が
厚
く
な
り
、
そ
れ
ら
の
間
に
挟
ま
れ
て
い
る
砂
礁
層
も
粗
粒
に
な
る
。
こ
の
変
化
が
何
を
意
味
す
る
か
は
柱

状
闘
だ
け
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
以
上
の
変
化
に
も
と

e
つ
い
て
、
大
阪
層
群
を
三
分
す
る
こ
と
に
す
る
。

地
層
の
分
け
方
に
は
二
通
り
あ
っ
て
、
そ
の
ひ
と
つ
は
地
質
年
代
す
な
わ
ち
時
間
的
に
区
分
す
る
「
年
代
区
分
」
で
、

Jr

と
か
「
統
L

と
か
い
う
単
位
名
を
つ
け
る
ο

も
う
ひ
と
つ
は
地
質
年
代
に
こ
だ
わ
ら
ず
地
層
の
状
態
の
変
化
に
も
と
守
つ
い
て
瓦

分
す
る
「
岩
相
区
分
」
で
、
最
初
か
ら
地
層
の
年
代
が
は
っ
き
り
わ
か
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
、
研
究
は
ま
ず
岩
相
反
分
か
ら

出
発
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
「
関
群
L

・
っ
累
摺
L

と
い
う
単
位
を
用
い
る
。
大
阪
隠
群
は
岩
松
一
弘
分
に
よ
る
単

位
で
あ
る
。
大
阪
隠
砕
は
地
域
的
な
変
化
が
あ
っ
て
、
地
域
ご
と
に
多
く
の
県
間
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
必
要

196 第三本神戸のj也形とj也'i'l



が
な
い
の
で
省
略
す
る

G

そ
し
て

「
強
層
附
叶
L

と
い
う
単
位

の
コ
一
…
民
分
は
層
群
と
泉
層
と
の
中
間
的
な
大
き
さ
な
の
で
、

名
を
使
用
し
、
図
犯
の
よ
う
に
上
・
中
・
下
部
政
層
群
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
大
仮
層
群
は
、
年
代
医
分
で
い
う
と
、
そ
の
大

部
分
が
第
罰
「
紀
L

に
准
駁
し
た
第
四

に
印
刷
し
、
さ
ら
に
第
四
紀
の
吏
新
「
社
L

に
入
る
か
ら
、
史
新
「
統
」
と
呼
ば

れ
る
。大

阪
層
群
の
内
容
と
区
分
に
関
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
京
市
有
な
事
実
が
あ
る
。
第
四
な
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
中
で
植
物
群

の
大
き
な
変
化
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
メ
タ
セ
コ
イ
ア
で
代
表
さ
れ
る
古
い
型
の
純
物
群
が
、
急
速
に
現
往
型
の
純
物
群
に
変
わ

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
間
加
は
陥
2
か
ら
叫
J

に
移
る
こ
ろ
で
、
少
な
く
と
も
メ
タ
セ
コ
イ
ア
の
化
石
は
叫
，
J

以
上
の

地
層
か
ら
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
脆
3
粘
土
溺
に
は
つ
あ
ず
き
火
山
灰
層
L

と
呼
ば
れ
る
特
徴
の
あ
る
火
山
次
層
が

挟
ま
れ
て
い
て
、
識
別
し
や
す
く
鍵
腐
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
を
境
と
し
て
大
阪
層
群
を
、
寸
大
阪
層
群
上
部
」

と
「
大
阪
層
群
下
部
L

に
民
分
す
る
方
法
も
ア
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ο

大阪層若手と六甲変動

一一一道感群

の
意
味

こ
こ
で
大
阪
層
鮮
が
一
一
一
つ
の
取
隠
群
に
区
分
で
き
る
意
義
を
吟
味
し
て
み
よ
う
。
下
部
斑
層
群
は
明
石
の
海
岸

の
擦
に
語
出
し
、

ア
カ
シ
ゾ
ウ
そ
の
他
崎
乳
動
物
化
石
を
山
一
主
的
に
含
む
淡
水
成
の
粘
土
腐
を
主
と
す
る
が
、
中

部
班
層
群
は
海
成
粘
土
崩
と
厚
い
砂
際
関
と
の
繰
り
返
し
で
、
大
阪
層
群
の
代
表
と
さ
れ
、
研
究
が
最
も
進
ん
で
い
る
。
神
戸

市
域
で
は
、
丸
山
中
学
校
あ
た
り
か
ら
会
下
山
に
か
け
て
の
低
い
丘
陵
を
構
成
し
て
い
る
。
両
張
関
群
の
聞
は
こ
れ
ま
で
一
述

整
合
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
千
虫
丘
陵
や
山
口
水
陶
丘
陵
か
ら
、
そ
れ
ら
の
関
に
は
地
膚
の
欠
如
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
不

第四節

整
合
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
の
見
解
が
出
始
め
た
。

お
そ
ら
く
地
0
の
堆
積
す
る
前
、

ま
だ
そ
の
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

出り

一一

O
万
年
前
こ
ろ
に
は
一
時
下
部
加
隠
鮮
は
離
水
状
態
で

り
、
そ
こ
へ
海
水
が
太
平
洋
側
か
ら
浸
入
し
て
き
て
内

自然 •'i号！な日歪災最近 1197 



111 

筒宮市

中PJ'zIi肘

品F•:n1；制
凶；•II'.

•I• 向＞＇ II’肘 g(o r町' j 

I !if 
1、兵i；州附lif'

｛とこう｛＇；ド＂－ 
海
と
化
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
原
悶

ml宮市If!111および'fr詩池谷付近の地質問

は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
が
、
両
胤
層
群
の
地
層

の
構
造
的
な
相
違
が
著
し
く
な
い
の
で
、
そ

の
問
に
大
き
な
地
殻
変
動
が
起
こ
っ
た
と
は

考
え
が
た
く
、
海
水
準
自
体
の
上
昇
に
よ
る

も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
図
”
に
お
い
て
中
部

市
川
層
鮮
の
海
成
粘
土
層
が
、
中
山
地
区
で
は

下
部
民
府
群
の
上
に
で
は
な
く
、
直
接
基
盤

pg] 39 

の
花
こ
う
告
の
浸
食
掃
を
広
く
袈
っ
て
い
る

や
胞
2
は
大
阪
の
み
な
ら
ず
京
都
・
奈
良
に
ま
で
広
が
り
、
海
水
の
急
速
な
浸
入
拡
大
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
ο

」
と
も
こ
の
推
論
を
裏
付
け
て
い
る
。
地
ー

レ
い
十
ι
h
p
i
h

、G

J
I
L
t
f
L
 

ミ
れ
に
対
し
て
、
中
部
一
地
層
群
と
上
部
盟
関
群
の
関
係
は
徴
妙
で
あ
る
。
附
者
の
聞
で
、
地
層
の
状
態
に
そ
う
諜
立
っ
た
変

し
か
し
な
が
ら
こ
の
間
に
、
現
在
の
地
形
の
原
形
を
急
速
に
造
り
上
げ
た
大
き
な
地
殻
変
動
が
起
こ
っ
た
の
で
あ

ま
ん
ち
だ
に

る
。
そ
の
兆
し
は
昭
和
二
十
年
代
の
後
期
に
六
叩
南
麓
の
西
宮
市
満
池
谷
付
近
の
大
阪
層
群
の
調
査
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
、
満
池

谷
不
拡
合
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
実
態
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
の
は
、
関
西
新
忽
港
建
設
の
た
め
の
大
阪
湾
の
海

あ
っ
た
。

J

民
地
質
調
衣
や
、
神
戸
市
に
よ
る
聞
神
地
区
の
自
然
改
造
的
な
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
大
規
模
牛
小
時
頭
の
出
現
に
よ
っ
て
で
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昭
和
三
十
四
年
に
出
版
さ
れ
た
『
西
宮
市
史
b

第
…
巻
に
記
載
さ
れ
た
の
が
、
満
池
谷
不
整
合
問
題
の
発
端
で
あ
る
。
図
mw

の
満
池
谷
付
近
の
地
質
問
に
お
い
て
、
中
間
協
断
閣
を
境
に
し
て
北
側
に
中
部
班
層
群
、
十
的
側
に
上
部
班
溜
群
が
分
布
す
る
が
、

中
部
亜
層
群
が
一
部
潟
に
は
み
だ
し
た
と
こ
ろ
が
満
池
谷
に
あ
る
。
こ
の
部
分
に
お
い
て
中
部
斑
層
群
に
削
り
込
み
が
み
ら
れ
、

階
造
的
に
も
差
異
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
藤
田
和
夫
は
下
位
の
地
周
訴
を
甲
陽
闘
県
開
問
、
上
伎
の
も
の
を
満
池
谷
間
米
関
と

命
名
し
、
そ
の
間
に
満
池
谷
不
終
合
の
存
在
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
昭
和
三
十
七
年
大
阪
湾
全
域
の
音
波
探
査
が
大

阪
湾
音
波
探
査
委
員
会
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
時
、
大
規
模
な
不
整
合
を
示
す
記
録
が
得
ら
れ
、
藤
間
は
不
整
合
出
か
ら
上
の

大
阪
湾
氏
、
な
広
く
覆
う
か
な

い
地
腐
を
、
満
池
谷
県
胞
の
延
長
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
推
測
の
正
し
さ
は
、
昭
和
六
十
一
年
に
実
施
さ
れ
た
泉
州
沖
の
問
問
国
際
空
港
敷
地
の
海
底
地
質
調
査
に
よ
っ
て
、

波
探
査
結
果
と
ボ
ー
リ
ン
グ
結
果
と
か
ら
検
証
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
大
阪
湾
の
中
央
に
近
い
所
で
は
、
上
部
斑
溜
昨
と
中
部
班

制
服
併
は
水
平
か
つ
平
行
に
疋
な
り
整
合
関
係
で
あ
る
が
、
泉
州
海
岸
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
中
部
市
民
層
群
以
下
は
傾
斜
す
る
よ
う

に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
地
殻
変
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
階
造
的
な
く
ぼ
み
を
埋
め
る
よ
う
な
形
で
上
部
腿
躍
群
が
准
尉
し
て
い
っ

大阪府君、［と六甲変動

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
く
ぼ
み
を
開
め
つ
く
し
た
上
部
盟
関
群
は
、
部
く
な
り
な
が
ら
さ
ら
に
陸

起
し
て
陸
上
に
延
び
上
が
り
、
段
丘
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
段
丘
が
近
離
で
尚
伎
段
丘
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

」
れ
ら
の
関
係
を
凶
刊
に
示
す
。

も
う
ひ
と
つ
、
従
来
の
定
説
を
濯
す
興
味
あ
る
事
実
が
問
沖
地
区
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
あ
た
り
の
地
質
は
、
高
塚
山

第四段i

（
一
八
六
・

0
メ
ー
ト
ル
）
の
少
し
東
舗
を
南
北
に
走
り
、
太
山
守
の
間
側
を
限
る
班
線
に
近
い
地
形
的
な
段
差
で
表
さ
れ
る
高
塚

山
新
聞
仰
を
境
と
し
て
異
な
る
。
東
側
が
や
や
高
く
神
戸
府
群
の
分
布
地
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
側
側
は
大
阪
層
鮮
に
広
く
夜
わ

lei然・考i1i"j援9:1.編 i王99
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れ
、
開
発
以
前
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
溶
木
の
茂
み
は
あ
る
が
、

荒
涼
と
し
た
荒
地
が
広
が
っ
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
高
塚
山

高塚山西方の陸の明美累！習と明美商（1965年）

の
す
ぐ
凶
に
十
日
い
土
取
場
の
山
肢
が
あ
っ
て
、
そ
の
巨
大
な
控

こ
ぶ
し

而
に
は
累
々
と
祭
大
の
礁
が
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
た
陳
層
が
脳

出
し
て
い
て
、
特
異
な
景
観
を
呈
し
て
い
た
（
写
真
仰
）
。

と
こ
ろ
が
こ
の

J
溌
水
際
層
hu

の
礁
配
列
を
よ
く
見
る
と
、

著
し
く
四
に
傾
斜
し
て
い
て
、
高
塚
山
断
層
の
影
務
で
地
層

が
引
き
ず
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
た
。
さ
ら
に
梁

越
峠
を
聞
に
越
え
た
所
に
あ
っ
た
旧
若
葉
学
関
付
近
に
は
貝

化
石
を
豊
富
に
含
む
一
浮
い
海
成
粘
土
問
問
、
が
露
出
し
て
い
て
高

塚
山
貝
層
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
そ
の
位
置
か
ら
し
て
こ
の

府
は
当
然
際
躍
の
下
位
に
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ

写真 47

る
。
こ
の
只
化
石
層
は
十
日
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の

年
代
は
鮮
新
祉
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、

J
市
一
水
際
関
H

山
口
同
塚
山
阿
久
層
を
含
め
て
大
阪
層
群
の
下
部
班
層
鮮
に
属
す

る
と
さ
れ
て
き
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

1
1
n
H
1
1
ト
a
い
＼
訂
十
、

山川手
F

二ノ
4
z

同
神
開
発
に
伴
っ
て
こ
の
地
区
に
大
規

200 第三常事11戸の地形と地主主
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高話1家山t発I酪

140 

100 

模
な
造
成
が
行
わ
れ
喋
層
の
下
が
数
十
メ
i
ト
ル
に
わ
た
っ
て
掘
り
下
げ
ら
れ
、

つ
ぎ
』

つ
ぎ
と
下
位
の
地
層
が
現
れ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
つ
の
重
要
な
事
’
突
が
明
ら
か
に
な
っ

高；塚山粘土問下の不張合および高塚山j完治の模式断面図

た
。
第
一
は
高
塚
山
阿
久
層
を
挟
む
海
成
粘
土
躍
が
ほ
ぼ
水
平
に
分
布
し
て
い
て
、
そ
の

上
に
見
掛
け
上
額
斜
し
て
い
る

ν垂
水
牒
層
8

が
重
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
第
一
一

は
す
問
塚
山
貝
腐
の
さ
ら
に
下
に
不
整
合
関
係
で
、

や
や
傾
斜
し
た
淡
水
成
粘
土
層
を
挟

む
地
層
が
出
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
従
来
の
見
解
は
一
挙
に
く
つ
が
え
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
垂
水
際
腐
の

額
斜
は
構
造
的
な
傾
斜
で
は
な
く
、
偽
閣
と
い
う
扇
状
地
の
堆
積
物
に
み
ら
れ
る
准
積

現
象
の
大
規
模
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
模
式
闘
を

関
川
町
に
示
す
。

ま
た
、

不
整
合
宿
よ
り
下
の
地
閣
の
延
長
と
み
ら
れ
る
部
分
か
ら
ア
カ

シ
ゾ
ウ
の
化
石
が
発
見
さ
れ
、
下
部
産
層
群
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の

事
実
は
、

不
整
合
酪
よ
り
上
の
地
層
が
こ
れ
ま
で
の
見
解
よ
り
も
新
し
い
こ
と
を
予
想

さ
せ
た
。
そ
し
て
古
地
磁
気
学
的
研
究
か
ら
み
て
も
、
ま
た
そ
の
中
に
挟
ま
れ
て
い
る

図 41

火
山
灰
の
放
射
年
代
が
約
五

O
万
年
前
（
0
・
四
九
士

0
・0
九
M
a
）
と
部
定
さ
れ
た
こ
と

か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
地
摺
が
上
部
市
民
層
群
に
屈
す
る
こ
と
が
確
実
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
そ
の
上
に
広
が
る
平
抑
制
聞
が
高
位
段
丘
菌
で
あ
る
こ
と
と
も
、
一
オ
扇
が
な
い

こ
と
に
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
西
神
地
尽
を
含
む
東
播
磨
盆
地
で
は
、
大
阪
層
群
の
下

考古・自然燈史謀議 120I 
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部
車
層
群
の
上
を
政
接
上
部
班
廓
群
が
覆
っ
て
い
て
、
中
部
班
摺
群
が
欠

け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
前
者
は
明
石
累
腐
の
名
で
古
く
か
ら
知
ら
れ
て

め
い
み

い
た
が
、
後
者
は
新
し
く
明
美
果
隠
と
名
付
け
ら
れ
た
。

間
神
地
区
か
ら
加
古
川
流
域
に
か
け
て
は
、
六
甲
南
麓
の
神
戸
市
絹
地

と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
何
段
か
の
段
丘
簡
が
発
達
し
て
い
る
こ
と
で
有

名
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
明
美
而
と
呼
ば
れ
る
最
高
位
の
聞
は
全
域
に
広

が
り
広
大
な
商
積
を
占
め
、
加
古
川
付
近
で
は
標
高
二

0
メ
ー
ト
ル
前
後

で
あ
っ
た
も
の
が
、

旧
盆
地
問
縁
に
延
び
る
あ
た
り
で
は
二

O
O
メ
｜

ト
ル
前
後
に
達
し
、
東
か
ら
砲
に
緩
や
か
に
釦
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

表
聞
は
赤
色
泥
質
層
で
覆
わ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
の
成
因

に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
問
題
解
決
へ

｜ヌI42 

の
糸
口
が
こ
こ
か
ら
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
明
美
雨
は
明
美
累

層
が
堆
積
し
終
わ
っ
た
最
後
の
浅
海
鼠
の
闘
で
、

そ
れ
が
離
水
後
に
段
丘

辺－

m一
一
聞
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
明
美
栄
層
は
六
甲
か
ら
吐
き
出

さ
れ
て
き
た
砂
礁
が
当
時
の
揺
磨
灘
に
流
れ
込
ん
で
造
っ
た
一
扇
状
地
の
デ

ル
タ
型
の
地
問
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
古
播
熔
灘
の
海
岸
線
は
垂
水
一
弘

ひ
ん
か
い

々
し
い
ま
で
に
赤
色
化
さ
れ
た
瀕
海
性
の
よ

霞
ケ
丘
付
近
に
あ
っ
て
、

202 神戸のi也1防とi也f{第三［ft



大｜奴隠群と六甲変動

if~ノ！くが＂）：人 L ；持1&)(1 ヵτJif!f!t-i- る

第四節

F：扇状地性軽量感

iiifが；gき！礼状J出がずさJ主する

明美累間最上部の赤色

化際情（後ケ丘）

写芸（ 49 

く
門
a

賭
さ
れ
た
醸
の
き
れ
い
に
波
ぶ
際
層
、
が
そ
の
後
の
経
起

に
よ
り
丘
陵
頂
部
に
一
蹴
出
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
宅
地
造
成

の
た
め
に
削
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

明
治
火
累
閣
は

メ
ー
ト
ル
以
上
、
円
以
下
部
に
高
塚

山
兵
問
が
あ
り
、
そ
の
上
に
海
浜
性
の
淘
汰
の
よ
い
砂
層
が

二

0
メ
ー
ト
ル
余
り
続
き
、
H

以
上
部
の
ニ

0
メ
ー
ト
ル
が
偽

間
の
著
し
い
高
塚
山
際
問
問
、
そ
し
て
そ
の
表
町
が
、
平
羽
で

扇
状
地
の
形
成
過
程
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
四
紀
に
入
っ
て
、
明

赤
色
化
し
明
美
聞
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
断
部
か
ら
当
時
の

石
の
下
部
市
民
層
群
時
代
の
淑
は
い
っ
た
ん
埋
め
立
て
ら
れ
、
平
原
状
態
に
な

っ
て
い
た
が
、
明
美
果
脳
、
す
な
わ
ち
上
部
斑
層
群
時
代
に
な
っ
て
海
水
が

テ．ノレタfl.Ji式関

浸
入
し
て
内
海
が
出
現
し
、
海
成
に
は
泥
土
が
沈
殿
、

に
市
山
ま

れ
な
が
ら
粘
土
層
を
堆
積
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
高
塚
山
粘
土
密
で
あ
る
。

｜笥 43

こ
の
内
海
の
中
に
砂
礁
が
流
入
し
、
大
規
模
な
扇
状
地
が
前
進
し
始
め
た
の

で
あ
る
が
、
凶
刊
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
水
平
な
底
世
毘
に
対
し
て
前
置
層

に
は
傾
斜
す
る
大
型
の
偽
層
が
発
達
し
た
。
そ
し
て
水
深
が
浅
く
な
っ
て
流

入
水
に
よ
る
砂
礁
の
運
搬
が
不
可
能
に
な
っ
て
く
る
と
、
一
得
び
水
鼠
に
は
泥

自然・考111f既~31ミ総 l203 
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土
が
沈
蹴
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
漬
置
摺
で
あ
り
、

明
美
回
す
な
わ
ち
高
位
段
丘
閣
を
広
く
覆
う
泥
質
摺
に
あ
た

る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
播
擦
の
段
丘
を
再
検
討
し
て
み

る
と
、
こ
れ
ら
が
間
判
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
い
く
つ
か
の
河

l
i
、

j
ヵ

古
播
磨
灘
に
関
口
す
る
部
分
に
形
成
し
た
扇
状
地

古矯磨灘・合大阪湾の溺状地

な
い
し
は
三
角
州
の
複
合
体
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

る。

以
上
の
よ
う
に
、
大
阪
層
群
の
一
一
一
班
層
群

六
回
叩
変
動
と

地
形
の
変
遷

区
分
を
可
能
に
し
た
不
整
合
は
、
神
戸
地

域
の
自
然
の
変
遷
の
節
目
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
下
部
班
層
鮮
の
湖
水
時
代
か
ら
お
そ
ら

関 44

く
数
十
万
年
に
わ
た
る
陸
化
期
間
を
経
て
、
中
部
亜
層
群
の

時
代
に
な
っ
て
内
海
が
出
現
し
た
。
約
一
一
一

O
万
年
前
で
あ

る
。
こ
の
内
海
に
は
海
進
・
海
、
口
広
が
繰
り
返
さ
れ
、
大
阪
盆

地
側
に
は
厚
い
海
成
粘
土
腐
と
砂
際
関
が
累
積
し
て
い
っ
た

が
、
こ
の
海
は
商
神
地
区
の
掻
磨
側
に
は
入
り
込
ま
な
か
っ

た
。
し
た
、
が
っ
て
当
時
す
で
に
六
甲
山
地
の
前
身
と
も
い
う

204 神戸の地形と地質第三主主



ベ
き
高
ま
り
が
あ
っ
て
、
播
磨
盆
地
と
大
阪
盆
地
を
八
刀
’
離
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
上
部
班
摺
群
の
時
代
に
な
っ
て

」
と
は
、

砂
醸
の
供
給
が
急
増
し
た
こ
と
を
意
味
し
、

再
び
播
腕
前
側
に
も
海
水
が
浸
入
し
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
浅
海
に
巨
大
な
扇
状
地
や
三
角
州
が
急
速
に
で
き
始
め
た
と
い
う

ひ
い
て
は
そ
の
供
給
源
で
あ
る
山
地
が
急
上
昇
し
た
こ
と
を
意
味
す

る
。
六
甲
山
地
の
経
起
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
部
亜
層
群
と
上
部
亜
麗
群
と
の
聞
に
場
所
に
よ
っ
て
は
は
っ
き
り
と
し

る た
額
斜
の
相
相
違
が
み
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
間
に
新
し
い
地
殻
変
動
が
始
ま
っ
て
中
部
原
層
群
が
変
形
し
た
こ
と
の
表
わ
れ
で
あ

と
こ
ろ
が
下
部
亜
層
群
と
中
部
班
層
桝
と
の
間
の
不
整
合
と
は
違
っ
て
、
こ
の
満
池
谷
不
整
合
の
や
め
る
地
5
と
地
6
と
の
間

に
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
時
間
の
開
擦
が
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。

せ
い
ぜ
い
一

O
万
年
の
単
位
で
あ
る
。

大級層群と六甲変動第四節

),IV~l11 llt' 
ド剖li11Ui11ti'
'c u, K・o. 

A 六甲

日生駒

C比良

し
た
が
っ
て
今
か

三堕隠群の広域分布15<1 45 
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表 30 大阪府群に関する府内＝反分・作ft・1也殻変動および海水準変動の総括表
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ら
五

O
J六
O
万
年
前
か
ら
新
し
い
型
の
地
殻
変
動
が
激
変
的
に
始
ま
り
、
六
甲
山
地
が
降
起
を
開
始
し
た
。
こ
の
変
動
は
「
六

申
変
動
」
の
名
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
期
間
付
に
示
す
三
更
層
群
の
広
域
の
分
布
状
態
を
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
六
甲
だ

け
の
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
下
部
斑
摺
群
の
分
布
を
み
る
と
、
中
央
構
造
線
の
北
側
に
そ
っ
て
現
在
の
地
形
を
無
視
し

て
ほ
ぼ
東
聞
方
向
に
延
び
て
い
る
。
こ
れ
は
基
盤
岩
の
階
造
の
な
か
の
飯
山
本
部
と
一
致
し
、
こ
の
地
帯
が
ゆ
る
く
沈
下
し
た
こ

と
な
示
し
て
い
る
。
こ
れ
と
は
対
称
的
に
、
中
部
加
層
群
は
大
阪
盆
地
か
ら
近
江
盆
地
に
か
け
て
南
北
方
向
に
片
寄
っ
て
広
が

り
、
現
在
の
地
形
と
関
係
が
で
き
て
く
る
。

さ
ら
に
上
部
政
層
訴
に
な
る
と
そ
れ
ま
で
の
地
隠
の
分
布
範
閉
を
越
え
て
声
域
に

広
が
り
、
丹
波
帯
の
基
盤
岩
の
山
地
内
に
も
川
筋
を
伝
っ
て
入
り
込
み
、
福
知
山
盆
地
・
篠
山
盆
地
な
ど
の
山
間
盆
地
を
も
涼

め
て
い
て
、

ほ
ぼ
現
在
の
地
形
と
調
和
し
た
分
布
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
内
容
を
み
る
と
、
大
阪
盆
地
に
は
中
部
政
府

群
と
同
じ
よ
う
な
海
成
粘
土
層
が
み
ら
れ
る
が
、
地
の
盆
地
に
は
四
神
地
一
弘
で
検
証
し
た
の
と
同
様
な
三
角
州
な
い
し
は
扇
状

地
の
発
達
が
著
し
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
は
山
地
の
急
上
昇
と
そ
れ
か
ら
供
給
さ
れ
る
崩
段
物
質
の
受
け
皿
で
あ
る
海

や
湖
の
拡
大
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
古
川
塚
山
粘
土
層
は
大
扇
状
地
時
代
へ
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

大阪悶群と六甲変動

2 

六
甲
山
地
の
断
層
系

六
甲
山
地
を
は
じ
め
と
す
る
近
畿
の
現
在
の
地
形
が
中
部
斑
層
群
か
ら
上
部
班
層
群
に
移
る
時
期
の
地

丸
山
衛
上
断
腐
と

六
甲
の
断
溜
系

殻
変
動
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
地
質
時
代
で
い
う
と
、
第

第四節

四
紀
で
も
、
そ
れ
を
前
期
・
中
期
・
後
期
と

た
中
の
中
期
一
史
新
殴
と
呼
ば
れ
る
年
代
、
す
な
わ
ち
七

O
万
年
前
か
ら

自然・草5・11j箆史綴 I207 



グ

十

十

十

十

丸山街上断！習写真 50

あ
る
。

「
こ
の
断
層
は
、
六
甲
山
塊
北
側
に
一
大
断
層
が
あ
っ
て
、
そ
の

神戸尾菱重芋

布引花こう肉緑岩

＋ 

十

十

十

十

ご

O
万
年
前
あ
た
り
に
か

け
て
の
出
来
事
ぜ
な
の
で
あ

メLill術上波！？？己l

る
。
そ
れ
で
は
六
甲
山
地

は
ど
の
よ
う
に
成
長
し
て

き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

区I46 

れ
を
知
る
た
め
に
は
、
六

中
念
特
徴
づ
け
る
断
層
に

つ
い
て
の
知
識
が
必
要
で

神
戸
市
長
問
区
明
泉
寺
町
に
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
つ
丸
山

し
よ
う
じ
よ
う

衝
上
断
層
」
の
蕗
頭
が
あ
る
。
六
甲
安
造
っ
て
い
る
花
こ
う
岩
が
、
そ
れ

で
あ
る
。

を
覆
っ
て
い
る
は
ず
の
神
戸
層
群
の
上
に
逆
に
街
き
上
げ
て
い
る
逆
断
層

昭
和
十
ニ
年
十
二
月
二
十
一
日
の
指
定
恕
出
書
を
み
る
と
、

O
万
年
前
の
中
生
代
初
期
に
へ
い
入
し
た
花
こ
う
岩
し
よ
う
か
ら
な
る
六
甲
山
塊
が
、

部
が
露
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
今
か
ら
一
億
九

0
0

一
大
逆
断
簡
を
境
に
し
て
、
今
か
ら

伴
う
横
庄
力
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

0
0
0万
年
前
｜
一

O
O万
年
前
の
開
に
堆
積
し
た
新
生
代
第
三
紀
層
の
上
に
衝
き
上
げ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、

お
そ
ら
く
大
阪
湾
陥
没
に

六
甲
山
塊
の
隆
起
や
大
波
湾
の
陥
没
の
相
関
関
係
が
わ
か
る
。
L

と
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う
え
じ

な
っ
て
い
る
。
こ
の
断
層
は
当
時
六
甲
の
地
質
関
完
成
に
努
力
し
て
い
た
よ
治
寅
次
郎
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

日
本
で
最
初
の
衝
上
断
層
の
発
見
と
し
て

に
報
告
さ
れ
、
関
心
を
集
め
た
こ
と
が
天
然
記
念
物
指
定
に
つ
な
が
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
現
在
の
知
識
で
み
る
と
、
そ
の
内
容
の
変
化
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
丸
山
断
層
は
六
甲
の
断
層

の
中
で
も
最
も
規
模
の
小
さ
い
も
の
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
新
関
が
六
甲
山
地
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
解
明
の
鍵

を
障
る
断
摺
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

六
甲
の
断
層
は
数
多
い
が
、
決
し
て
乱
雑
に
分
布
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
系
統
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る

ご
す
け
ば
し

五
助
橋
断
層
・
芦
屋
断
層
・
叩
楊
断
層
な
ど
が
ほ
ぼ

（
図
幻
）
。
六
甲
の
荷
側
で
は
北
東
か
ら
南
西
に
走
る
大
断
騒
が
著
し
く
、

一
平
行
に
走
っ
て
い
る
。
神
戸
市
街
地
と
背
山
を
闘
す
る
諏
訪
山
断
層
は
、

瓦
助
橋
断
層
の
延
長
と
も
み
え
る
が
、
や
や
西
に
ふ

れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
断
層
の
北
へ
の
延
長
を
切
断
す
る
よ
う
に
、

ほ
ぼ
東
西
に
延
び
る
大
断
層
が
あ
っ
て

六
甲
山
地
と
北
側
の
丹
波
山
地
と
を
分
離
し
て
い
る
。
こ
の
断
層
は
断
層
帯
と
い
う
べ
き
大
規
模
か
つ
複
雑
な
も
の
で
、
有
馬

の
西
に
発
し
千
毘
丘
陵
の
北
側
に
陥
没
帯
を
造
り
な
が
ら
、
高
槻
を
経
て
京
都
盆
地
の
南
に
達
す
る
の
で
有
馬
｜
高
視
構
造
線

大阪層群と六甲変動

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
北
側
に
は
南
側
と
は
逆
に
、
北
西
か
ら
南
東
に
延
び
る
断
層
が
あ
る
が
、
南
側
の
断
層
ほ
ど

顕
著
で
は
な
い
。

さ
ら
に
南
側
に
は
綬
小
で
は
あ
る
が
、
十
問
北
性
の
も
の
が
み
と
め
ら
れ
る
。
前
記
丸
山
断
層
・
高
塚
山
断
層

（
口
絵
ロ
）
も
こ
の
系
統
に
入
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
神
戸
に
最
も
関
係
の
深
い
の
は
、

五
助
橋
断
層
と
誠
訪
山
断
腸
の
系
統
で
あ
る
ο

関
川
刊
は
六
甲
南
東
山
腹
の

第四節

間
宮
地
域
の
地
形
ス
ケ
ッ
チ
と
そ
の
地
質
断
面
の
模
式
図
で
あ
る
が
、
断
層
と
地
形
の
関
係
が
は
っ
き
り
と
で
て
い
る
。

ま
ず

山
腹
地
形
に
、
浸
食
小
起
伏
商
と
呼
ば
れ
る
比
較
的
平
坦
な
地
形
商
と
急
な
援
と
が
交
互
に
現
わ
れ
階
段
状
に
な
っ
て
い
る
こ

自然・考古日歪9:.綴 I209 



(I）姶l亀谷断緩 ( 10）会下山断属

(2）省々山断j滋 (II）布日ii新感

(3）山岡断 l惑 ( 12）大月新 j後

(4）万福寺断！翠 ( 13）湯檎谷断感

(5）丸山断腐 ( 14）射場山断層

(6）声高取山断層 ( 15）渦ヶ森断j議
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一一号喜一般ずれ断！持

一一－－－－リニアメント

5 10 15トm

プミ叩！Li

中
山
地
の
経
起
と
つ
な
が
っ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。

い
こ
の
地
区
に
は
そ
の

問
題
を
解
明
す
る
に
足
る
資
料
が
保
存

I立I47 

さ
れ
て
い
た
。
図
四
・
刊
を
も
う
一
度

見
て
頂
き
た
い
。
叩
山
の
あ
る
一
一
一
段
目

一
伸
一
層
群
は
、
地
1
粘
土
層
で
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
メ
タ
セ
コ
イ
ア
の
化
石
が
投
富
に
で
る
。
こ
の
粘
土
躍
を
追
跡
す
る
と
閉
段

の
小
起
伏
国
上
に
分
布
し
て
い
る
中
部

0
メ
ー
ト
ル
の
深
部
に
現
れ
る
の
で
あ
る
（
凶
持
参
照
）
。

沼
の
荷
縁
を
走
る
甲
揚
断
層
に
そ
っ
て
地
下
に
潜
り
込
む
の
で
あ
る
が
、
そ
の
延
長
が
∞
ー
で
は
突
に
大
阪
平
野
の
地
下
五

O

一
段
目
の
標
高
五

0
0
メ
ー
ト
ル

方
、
そ
の
反
対
側
へ
の
延
長
は

付
近
で
発
見
さ
れ
た
。

以
上
の
事
実
は
、
臨
l
の
年
代
か
ら
み
て
約
一

O
O万
年
前
に
は
、
現
夜
総
計

大阪府群と六甲変動

六
甲
山
地
か
ら
大
阪
平
野
に
か
け
て
の
各
部
が
、
河
じ
浅
海
の
海
底
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
現
在
階
段
状
に

0
0
0
メ
ー
ト
ル
に
近
い
高
低
援
の
あ
る

い
い
か
え
る
と
各
断
穏
の

分
離
さ
れ
て
い
る
小
起
伏
面
も
、
も
と
は
一
つ
の
凶
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
断
関
連
動
に
よ
っ
て
分
鮒
附
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

…
0
0万
年
制
に
六
甲
は
五

O

は
そ
れ
ぞ
れ
二

O
O
j一一一
0
0
メ
ー
ト
ル
に
述
し
、

わ
か
る
。

0
メ
ー
ト
ル
以
上
隆
起
し
、
反
対
に
大
阪
湾
側
は
五

0
0
メ
ー
ト
ル
沈
降
し
た
こ
と
に
な
る
。

第四ffr'i

六
叩
の
断
摺
の
特
性
は
、
こ
の
よ
う
に
第
問
紀
の
中
ご
ろ
を
過
ぎ
る
こ
ろ
か
ら
活
動
を
開
始
し
た
新
し
い
断
層
で
あ
る
こ
と

で
あ
る
が
、
神
戸
市
と
最
も
関
係
の
深
い
五
助
橋
断
穏
や
一
諏
訪
山
断
層
な
ど
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
な
証
拠
が
得
ら
れ
て
い
る
。

白書長・考古燈史編 l2II 



や
す
い
。
昭
和
十

大
阪
約
」
（

し
か
し
そ
れ
ら
を
示
す
露
頭
は
、
開
発
工
事
に
つ

れ
て
現
れ
、
ま
た
急
速
に
消
え
て
ゆ
く
。
こ
こ
に
、

い
く
つ
か
の
重
要
な
例
を
記
載
し
て
お
く
こ
と
に

加

〉

O

J

斗ノア一五
助
橋
断
層

と
大
月
断
層

．K
劫
橋
断
閣
は
六
甲
山
地
を

分
す
る
大
断
層
で
、
延
長

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
諏
訪
山
断
層
系
を
入
れ
る
と

五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
に
達
す
る
。
こ
の
断
層
を

挟
ん
で
地
形
的
な
段
差
も
大
き
い
が
、
断
層
破
砕

帯
の
一
細
も
広
く
、
住
吉
川
は
こ
れ
に
沿
っ
て
浸
食

さ
れ
た
断
層
谷
（
口
絵
口
）
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て

巨
礁
を
ま
じ
え
る
土
砂
が
多
く
谷
聞
に
た
ま
り
、

の
露
頭
は
各
所
で
確
か
め
ら
れ
た
が
、

の
甑
神
大
水
申
告
で
は
、
住
吉
川
に
そ
っ
て
押
し
出
し
た
土
石
流
の
被
答
が
最
大
で
あ
っ
た
。
こ
の
断
間

集
中
豪
雨
が
引
き
金
と
な
っ
て
土
石
流
が
発
生
し

五
助
砂
防
ダ
ム
の
や
や
上
流
右
岸
の
崖
に
花
こ
う
岩
が
大
阪
層
群
の
上
に
衝
上
し
て
い

る
（
口
絵
日
）
。

最
も
見
事
な
露
頭
は
芦
屋
花
原
ゴ
ル
フ
場
造
成
時
に
あ
ら
わ
れ
た
（
間
約
）
。
六
巾
花
こ
う
岩
が
約
一
一
一

0
・
肢
の
低

角
度
で
大
阪
層
群
の
際
関
上
に
衝
上
し
て
い
る
の
が
み
ら
れ
た
。

212 
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大阪！替群と六甲変動第四節

五
助
橋
断
摺
と
接
近
し
て
平
行
に
、
そ
の
副
断
層
と
も
い
う
べ
き
大
月

断
層
が
走
っ
て
い
る
。
こ
の
断
層
は
規
模
が
小
さ
い
の
で
破
砕
裕
が
狭
い

戸当・gまゴルフ場の宝玉助機断層（1958年）写冥 51

が
、
か
え
っ
て
地
形
的
に

明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

住
吉
川
に
北
か
ら
注
ぐ
支

流
が
こ
の
断
層
を
通
過
す

芦屋コソレフ場の五助機断隠

る
と
き
、
下
流
側
に
屈
曲

す
る
こ
と
か
ら
、
断
層
を

境
に
右
ず
れ
の
水
平
横
ず

れ
運
動
が
継
続
し
て
き
た

」
と
が
推
定
さ
れ
る
。
昭

和
四
十
二
年
山
陽
新
幹
線

i立I49 

の
六
甲
ト
ン
ネ
ル
掘
削
の

時
、
現
在
の
鶴
間
T
団
地
付

近
か
ら
斜
坑
を
入
れ
、
地

下
約
一

0
0メ
ー
ト
ル
の

本
坑
に
掘
り
進
ん
だ
が
、

i当然・考古際史審議 i213 



大
月
断
府
に
遭
遇
し
た
と
き
大
規
艇
な
山
水
が
あ
り
、
ま
た

本
坑
の
掘
削
時
に
は
大
月
断
隠
と
五
助
橋
断
層
の
間
は
ほ
と

ん
ど
ん
土
而
的
に
破
砕
が
進
ん
で
い
て
、

工
事
は
捌
矧
を
き
わ

め
た
。

五助橋断 Jo:?/ 系

ポ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ト
の
高
層
ビ
ル
か
ら
北

渦
ケ
森
断
溜

と
土
橋
断
腐

東
方
向
を
眺
め
る
と
、
六
甲
が
二
つ
に
分

断
さ
れ
て
、
そ
の
山
口
の
山
の
中
の
中
腹
に
広
々
と
し
た
高

ム
叫
が
扇
形
に
広
が
り
、
神
戸
大
学
を
は
じ
め
向
孤
の
建
物
が

｜玄ISO 

六
市
を
背
に
立
ち
放
び
、
神
戸
市
の
近
代
化
の
象
徴
の
一
つ

と
な
っ
て
い
る
（
写
真
ロ
）
。つ

る
か
ぶ
と

こ
の
部
分
に
は
現
夜
鶴
甲
団
地
や
禍
森
団
地
が
あ
る
が
、

そ
の
造
成
以
前
は
総
か
な
扇
状
地
状
の
高
台
で
そ
の
頂
点
に

あ
た
る
場
所
に
神
戸
大
学
の
品
川
’
身
、
神
戸
商
業
大
学
が
設
陵

一一

0
0
メ
ー
ト
ル
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
高
台
は
累
々
た
る
際
関
の
堆
積
し
た
山
麓
扇
状
地
の
表
掃
で
、
そ
の
分
布
状
態
か
ら

さ
れ
た
の
は
、
昭
和
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
襟
高
は

間
方
向
に
流
れ
る
が
、

み
る
と
住
古
川
の
古
い
扇
状
地
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
現
在
の
住
吉
川
は
上
流
部
で
は
五
助
橋
断
隠
に
そ
っ
て
北
東
か
ら
南

し
か
し
か
つ
て
は
そ
の
ま
ま
直
進
し

五
助
ダ
ム
の
や
や
下
流
か
ら
急
に
南
に
転
じ
て
大
阪
湾
に
校
ぐ
。

2r4 事t1Fの地形と地質2.(l三4;:



て
赤
嫁
山
や
鴨
子
ケ
原
方
耐
に
流
れ
そ
の
あ
た
り
に
山
麓
溺
状
地
を
造
っ
た
の
で

新
位
の
大
扇
状
地
形
成
時
代
の
六
叩
南
麓
の
姿
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の

後
に
こ
の
扇
状
地
は
六
甲
山
塊
の
上
昇

あ
っ
た
。
そ
れ
は
い
つ
の
こ
と
で
お
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
地
形
的
に
み

て
、
部
神
地
誌
の
明
治
〈
果
関
胞
の
時
期
、
す
な
わ
ち
上
部
車
層
鮮
形
成
期
、
中
期
吏

大阪隠群と六甲変動第四節

と
と
も
に
現
在
の
高
さ
ま
で
簸
起
し
た

の
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
部
分
に
大
き
な
一
扇
状
地
の

rwけ
“日

で
き
る
条
件
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

森

五
助
橋
・
大
月
断
層
は
そ
れ
ら
の
雨
凶

ケ

端
に
お
い
て
関
刊
に
み
ら
れ
る
よ
う
に

1ぬ

小
断
層
に
分
岐
す
る
。
渦
森
問
地
の
南
端
に
そ
の
一
つ
で
あ
る
、
渦
ケ
森
断
層
の
露
頭

隠I51 

が
天
然
記
念
物
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
保
存
部
分
が
小
さ
す
ぎ
て
内
容
が
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。

」
こ
で
は
図
日
に
示
す
よ
う
に
、

六
甲
の
花
こ
う
岩
が
中
部
盟
層
群
の
際
関
上
に
街
上
し
て
い
る
見
事
な

4

街
頭
が
現
わ

れ
た
の
で
あ
る
。

五
助
橋
断
層
と
大
月
断
層
の
間
に
は
、
総
叩
山
・
渦
森
山
と
呼
ば
れ
る
小
山
が
な ボートアイランド、から見た六存！

｜当然・手~－，1,·！絞災前fnlI 
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ら
ん
で
い
た
。
大
月
断
層
の
延
長
は
土
橋
断
層
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
小
山
の
北
側
に
深

い
切
れ
込
み
を
つ
く
り
、
六
甲
本
体
か
ら
分
離
し
て
い
た
。
地
形
学
で
は
こ
の
切
れ
込
み
を
ケ

ル
ン
コ
ル
、
小
山
を
ケ
ル
ン
バ

γ
ト
と
い
う
。
鶴
甲
山
は
附
側
を
断
摺
で
挟
ま
れ
て
い
る
た
め
、

鶴甲山造成工事概念B'SI

全
体
が
破
砕
常
に
入
り
、
き
わ
め
て
脆
く
土
砂
災
害
の
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
た
。
こ
れ
を
逆

チ
に
と
っ
て
、
こ
こ
か
ら
採
取
し
た
土
砂
を
利
用
し
て
、
大
阪
湾
合
埋
立
て
よ
う
と
の
計
画
が

な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
脆
弱
な
山
は
中
途
半
端
な
削
り
方
は
禁
物
で
、

か
え
っ
て

土
砂
崩
壊
が
｝
誘
発
し
や
す
い
。
そ
こ
で
鶴
甲
の
破
砕
花
こ
う
岩
全
体
が
マ
サ
と
呼
ば
れ
る
砂
状

に
な
っ
て
い
る
の
を
利
用
し
て
、
山
の
頂
上
か
ら
縦
坑
を
下
ろ
し
、
そ
れ
に
連
結
し
て
ベ
ル
ト

図 52

コ
ン
ベ
ア
を
設
置
し
た
水
平
坑
を
地
下
に
埋
設
、
採
集
土
砂
を
地
下
道
で
海
岸
に
運
搬
し
埋
め

立
て
た
の
が
摩
耶
埠
顕
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
そ
の
後
に
続
く
神
戸
市
の
「
山
、
海
へ
行
く
」
理

立
事
業
の
第
一
号
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
削
ら
れ
た
鶴
甲
山
の
跡
地
が
、
鶴
間
T

団
地
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
騒
音
公
害
を
も
避
け
ら
れ
る
と
い
う
点
を
加
え
て

石

の
新
し
い
工
法
と
し
て
注
目
を
あ
び
、

渦
森
の
造
成
に
際
し
て
も
同
様
な
ア
イ
デ
ア
の
も
と
に
、
地
下
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
の
代
わ
り
に
住
吉
川
の
河
川
敷
を
運
搬
路
に

利
用
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
、
渦
森
問
地
が
出
現
し
た
。
こ
れ
ら
の
造
成
に
よ
っ
て
、
前
記
渦
ケ
森
断
層
と
と
も
に
大
月

（
写
真
幻
）
、
破
砕
花
こ
う
岩
が
上
部
取
層
訴
の
岩
屑
層
と
断
層
で
接
し
、

断
層
の
延
長
で
あ
る
土
橋
断
層
の
露
頭
が
現
れ
た
が

断
層
運
動
の
新
し
さ
を
物
語
っ
て
い
た
。
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左の白い部分が花こう器， i':iが1深層

和
田
畑
町
断
層

と
摩
耶
断
層

五
助
橋
断
層
と
大
月
断
層
の
延
長
で
山
麓
扇
状
地

を
き
る
も
の
が
、
渦
ケ
森
断
層
と
土
橋
断
層
で
あ

る
が
、
こ
れ
ら
を
さ
ら
に
延
ば
し
た
も
の
は
、
ど
こ
に
現
わ
れ
る
か
。

人
工
島
の
造
成
や
湾
岸
道
路
の
計
酪
に
か
か
わ
る
ボ
ー
リ
ン
グ
地
質

調
査
が
海
岸
地
獄
で
実
施
さ
れ
、
陸
上
部
の
断
層
の
延
長
に
あ
た
る

も
の
が
和
田
抑
で
見
つ
か
っ
て
い
る
（
関
口
）
。

和
田
岬
砲
ム
ロ
跡
の
地
表
下
五

丹
粘
土
層
品
川
M

）
の
茶
色
版
が
、
和
田
紳
先
端
下
で
は
七
八
メ
ー
ト
ル

五
メ
ー
ト
ル
の
、
深
さ
に
あ
る
伊

の
深
さ
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
伊
丹
粘
土
問
の
食
い
違
い
は
、
貿
易

セ
ン
タ
i
ビ
ル
と
神
戸
大
橋
開
に
も
認
め
ら
れ
、
同
地
点
を
結
ぶ
と

さ
き
の
渦
ケ
森
断
層
と
土
橋
断
層
に
続
く
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

」
れ
に
似
た
地
隠
の
変
位
は
第
五
紡
波
堤
下
で
も
認
め
ら
れ
、
硲
帰

耶
断
一
般
と
呼
ぶ
が
、
こ
の
断
層
の
延
長
は
南
北
な
い
し
北
間
！
南
東

方
向
を
示
す
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
ポ
l
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
に
は
こ
の

よ
う
な
断
隠
は
存
在
し
な
い
。

諏
訪
山
断
層

と
布
引
断
腐

神
戸
市
街
地
と
背
山
を
境
す
る
断
鰐
で
、
極
め
て

直
線
的
、
断
震
で
切
ら
れ
た
尾
恨
の
先
端
は
、

i当然・考古歴史編 i217 



斜
隔
で

角
末
端
而
と
い
わ
れ
る
も
の
が
波
ん
で

い
る
の
が
、

市
街
地
か
ら
述
型
で
き
る
（
口
絵
日
）
。

」
の
断
踏
の
実
態
は
山
陽
新
幹
線
の
新
神
戸
駅
建

設
の
時
に
現
わ
れ
た
（
口
絵
日
）
。

布
引
花
こ
う
関

税
特
が
よ
く
円
際
さ
れ
た
河
床
際
関
と
按
し
、

和IIJ1l1ljl首長問と摩耶断）［＇）

か
も
断
層
而
に
接
す
る
約
一
二

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

帽
の
間
の
棟
、
が
断
隠
臨
に
沿
っ
て
陣
立
し
て
い
る

の
が
観
察
さ
れ
た
（
間
同
日
）
。
こ
の
際
は
旧
生
田
川

（
現
生
凶
川
は
明
治
四
年
に
付
け
耕
甘
え
ら
れ
た
）
の
、
河
床

際
で
あ
る
か
ら
、

諏
訪
山
断
層
は
明
ら
か
に
沖
桁

IZI 53 

関
を
切
断
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ト
ン
ネ
ル
掘
削
時
の
観
察
と
合
わ
せ
る
と
凶
日

の
よ
う
な
断
面
が
推
定
さ
れ
る
。
新
神
戸
駅
は
こ

の
断
腐
の
上
に
建
設
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が

そ
の
後
も
こ
の
部
分
を
通
っ
て
多
く
の
自
動
車
道

路
ト
ン
ネ
ル
が
掘
削
さ
れ
て
、
そ
の
姿
を
何
度
も

現
わ
し
た
。
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布
引
断
層
は
諏
訪
山
断
層
に
平
行
す
る
副
断
胞
で
、
大
月
断
層
に

対
応
す
る

G

布
引
貯
水
池
－
V
一
通
り
、
地
形
的
に
は
似
め
て
明
瞭
で
あ
る

派訪iL i的rF:1c19701F) 

が
、
破
砕
山
W
は
せ
ま
い
（
口
絵
日
）
。

会
下
山
断
間
は
諏
訪
山
附
腐
の
防
総
的
延
長
に

会
下
山
断
層
と

長
田
山
断
腐

あ
た
り
、
大
倉
山
の
北
側
に
沿
っ
て
聞
に
延
び

会
下
山
の
小
股
陵
地
区
に
入
り
、
会
一
ト
山
貯
水
池
を
通
っ
て
長
出
小

た
り
で
尖
滅
す
る
。
大
倉
山
山
の
北
開
側
の
口
火
山
川
断
問
と
の
間

写真 54

に
は
、
陥
没
状
の
奥
平
野
の
小
魚
地
が
あ
り
、

そ
れ
を
排
水
す

治
川
は
大
倉
山
の
東
側
で
丘
陵
を
切
断
す
る
。

旧
淡
川
も
こ
の
小
金

地
に
い
っ
た
ん
流
入
し
、
さ
ら
に
大
倉
山
と
会
下
山
の
犯
を
切
っ
て

i当然・考liIW~li：：編 i2r9 



大
阪
湾
に
出
て
、
現
夜
川
崎
重
工
業
の
敷
地
と
な
っ
て
い
る
部
分
に
小
三
角
川
を
つ
く
っ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
小
紋

地
が
内
水
で
溢
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
会
下
山
の
下
に
通
水
ト
ン
ネ
ル
を
銅
っ
て
渋
川
の
水
を
苅
藻
川
に
放
水
し
た
も
の
と
み

ら
れ
る
。
長
間
断
層
は
会
下
山
断
隠
と
ほ
ぼ
平
行
に
走
り
、
神
戸
層
群
と
大
阪
府
群
と
を
境
し
、
こ
の
郎
分
の
神
一
戸
閥
幹
は
急

斜
し
、
須
磨
断
層
に
延
長
す
る
。
ム
ハ
叩
の
花
こ
う
岩
体
と
の
間
の
断
隠
は
夢
野
浄
水
場
に
抜
し
て
い
る
。

須
磨
断
扇
・
務
取
山
断
層

横
尾
山
町
則
廃
（
塩
屋
断
麿
）

官
問
、
取
山
・
横
尾
山
・
鉢
伏
山
な
ど
の
山
塊
を
間
む
断
摺
群
で
あ
る
。
南
側
の
須
磨
断
層
は
扇
状

地
式
の
段
丘
を
切
り
、
西
須
磨
で
は
花
こ
う
岩
が
急
傾
斜
で
大
阪
層
群
上
に
衝
上
し
て
い
る
。

北
側
の
高
取
山
・
横
尾
山
断
層
は
各
所
で
見
事
な
路
頭
が
確
認
で
き
た
。
新
長
問
よ
り
落
合
池
に
い
た
る
市
営
地
下
鉄
西
神
線

敷
設
の
た
め
、
高
取
山
を
貫
く
第
二
横
尾
ト
ン
ネ
ル
が
抑
制
附
さ
れ
、
そ
の
北
山
山
口
に
妙
法
寺
駅
が
建
設
さ
れ
た
。
こ
の
駅
は
古
川

取
山
断
層
の
直
上
に
位
校
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
た
め
、
本
叫
間
関
の
断
崩
が
よ
く
観
察
さ
れ
た
。
花
こ
う
告
は
二

O
O
J
l
ト

ル
余
に
わ
た
っ
て
急
斜
す
る
神
戸
商
群
を
覆
い
、
低
角
街
上
断
層
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
恨
本
の
所
で
は
高
角
度
に

な
る
。
そ
の
状
況
を
国
自
に
示
し
た
が
、
ム
ハ
叩
周
辺
の
逆
断
層
の
特
徴
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。

有

篤

高

槻
構
造
線

六
甲
の
北
側
に
も
複
雑
な
断
層
系
が
発
達
し
て
い
る
。
丹
生
山
地
は
周
聞
か
｝
断
層
で
閉
ま
れ
た
断
層
地
境
で
、

六
甲
本
体
と
の
間
の
志
染
川
（
間
山
田
川
）
流
域
は
断
層
盆
地
で
、
神
戸
腐
群
が
分
布
し
て
い
る
。
有
馬
は
こ
れ

ら
の
断
層
が
収
れ
ん
す
る
部
分
で
、
泉
源
は
断
層
と
密
接
に
関
連
す
る
が
、
断
層
に
よ
っ
て
泉
質
が
異
な
る
。
有
馬
以
来
で
は

こ
れ
ら
の
断
隠
は
六
叩
断
隠
に
収
れ
ん
す
る
が
、
断
層
の
南
舗
の
花
こ
う
岩
の
破
砕
が
著
し
く
な
り
、
数
百
メ
ー
ト
ル
に
速
す

ほ
う
ら
い

ま
た
さ
ら
に
東
に
行
く
と
蓬
莱
峡
の
奇
観
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
破
砕
市

〉
守
通
、

γ
屯
、
ヵ

そ
の
状
況
は
rH
水
峡
で
よ
く
見
ら
れ
る
。

に
は
た
ら
く
強
烈
な
浸
食
作
用
の
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
六
甲
断
層
を
さ
ら
に
東
に
追
跡
す
る
と
、
宝
嫁
で
六
巾
山
地
を
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離
れ
伊
丹
位
地
と
北
限
山
地
と
の
境
を
走
り
、

千
川
小
伝
説
の
北
側
の
低
地
を
通
り
山
川
慨
に
延
び
る
。

こ
れ
ら
の
延
長
部
は
六
甲

断
隠
と
は
全
く
性
一
員
が
浅
う
よ
う
に
見
え
る
が
、

…
制
広
い
破
砕
市
が
地
下
に
沈
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

、、

hff」

1
ギ

ιい
＼

u
i
r円

、しv
l
v
Jん

ν一
／

3
d
A
B
V
一ノ
r
b
M
Mド

間
は
、
六
叩
山
塊
の
際
起
に
よ
っ
て
破
砕
市
が
地
夫
に
姿
を
現
わ
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
は
、

j出
0) 

造
的
称
、
が
い
ろ
い
ろ
な
形
で
地
去
に
山
現
し
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、
有
馬
｜
高
槻
防
造
線
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
延

長
は
さ
ら
に
京
に
延
び
て
、
京
都
盆
地
の
小
川
に
い
た
る
。

六
甲
断
腐

地
塊

以
上
の
よ
う
な
六
中
山
地
の
断
間
の
分
布
状
態
か
ら
み
る
と
、
ム
ハ
m
T
は
断
関
で
閉
ま
れ
た
断
間
畑
地
流
の
集
合
体

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
地
塊
ご
と
に
古
川
低
差
が
あ
っ
て
、
全
体
と
し
て
六
叩
と
い
う
山
地

を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
六
甲
南
東
部
の
中
山
付
近
の
措
段
状
地
形
は
そ
の
典
塑
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
断
問
地
塊
の
立
味

を
考
え
て
み
よ
う
。

断
層
と
は
地
球
の
表
部
の
大
規
模
な
割
れ
目
で
あ
る
。
地
球
の
内
部
に
は
常
に
強
い
圧
力
が
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
配
カ
が

あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
均
等
に
か
か
っ
て
お
れ
ば
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
地
下
一

O
な
い
し
一
一

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ふ
め
た
り
ま

で
の
地
殻
内
部
に
は
、
あ
る
方
向
に
よ
り
強
く
任
カ
が
加
わ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
う
す
る
と
そ
の
部
分
に
歪
み
が
生
じ
、
そ
れ

が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
と
あ
る
段
階
で
破
壊
が
起
こ
り
割
れ
目
が
発
生
す
る
。
そ
の
時
に
起
こ
る
振
動
が
地
表
に
伝
わ
っ
て
く
る

の
が
地
震
で
あ
り
、
叫
れ
自
の
地
表
に
達
し
た
も
の
が
断
層
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
六
甲
の
よ
う
に
大
規
模
な
断
間
に
支
配
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
六
叩
の
花
こ
う
岩
体
、
が
強
烈
な
圧
力
下
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

そ
の
圧
力

に
よ
っ
て
六
甲
は
破
新
・
分
裂
し
、
ま
た
そ
の
配
力
に
よ
っ
て
六
巾
は
際
起
し
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
任
力
の
性
質
は

断
府
系
の
解
析
に
よ
っ
て
、
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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六
甲
に
は
強
い
圧
力
、
が
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
状
態
を
ス
ト
レ
ス
（
応
力
）
が
加
わ
る
と
い
う
。

ス
ト
レ
ス
と
い
う
も
の
は
、

何
が
そ
れ
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
か
そ
の
原
因
を
確
か
め
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

し
か
し
ど
う
い
う
方
向
に
最
も
強
く

正
縮
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
引
張
ら
れ
て
い
る
か
、

ス
ト
レ
ス
の
状
態
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。

ス
ト
レ
ス
は

六
甲
だ
け
に
働
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
範
聞
を
広
げ
て
近
畿
全
体
の
断
層
系
の
な
か
で
、
六
市
の
附
悶
を
発
生
さ
せ

た
ス
ト
レ
ス
状
態
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

近
畿
ト
ラ
イ

ア
ン
グ
ル

六
甲
の
断
層
と
同
じ
よ
う
に
現
裂
の
地
形
を
支
配
し
第
四
紀
閣
に
影
響
を
与
え
て
い
る
新
し
い
斯
屈
は
、
近

畿
地
方
中
央
部
に
数
多
く
分
布
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
図
引
に
一
爪
す
よ
う
に
、
敦
賀
湾
を
頂
点
と
し
琵
琶

湖
・
大
阪
湾
・
伊
勢
湾
、
を
抱
き
、
紀
伊
半
島
の
付
け
根
を
走
る
大
断
層
、
中
央
構
造
線
を
底
辺
と
す
る
三
角
形
の
中
に
含
ま
れ

て
い
る
の
で
、
こ
の
部
分
を
「
近
畿
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル

（
一
一
一
角
殺
ご
と
呼
ぶ
。
ふ
ハ
叩
山
地
は
そ
の
剖
の
境
界
に
あ
た
る
と
い
え

る
。
近
畿
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
内
の
断
層
は
逆
断
層
の
多
い
の
が
特
徴
で
、
生
駒
山
山
地
や
鈴
鹿
山
地
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
南
北

方
向
を
と
る
も
の
が
多
い
。
逆
断
層
の
存
在
は
、
そ
の
部
分
が
任
縮
作
用
に
よ
っ
て
縮
ん
だ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て

大阪総若手と六甲変動

断
層
系
の
方
向
性
か
ら
東
開
方
向
に
圧
縮
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
巨
視
的
に
み
て
近
畿
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
は
地
殻
が
東
聞
の

圧
縮
作
用
の
も
と
で
縮
む
こ
と
に
よ
っ
て
で
き
た
地
表
の
う
ね
り
状
の
し
わ
と
も
い
え
る
。

ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
の
頂
部
に
あ
た

る
琵
琶
湖
の
あ
る
近
江
盆
地
に
は
琵
琶
湖
と
比
良
山
地
の
対
立
と
い
う
形
で
こ
の
圧
縮
作
用
が
最
も
典
型
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、
近
畿
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
の
東
側
に
あ
る
美
濃
山
地
や
両
側
の
丹
波
山
地
に
は
、
関
幻
に
み
ら
れ
る
よ
う
に

第四節

横
ず
れ
断
層
が
整
然
と
分
布
し
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
北
東
南
陸
方
向
の
も
の
が
右
ず
れ
、
北
関
i
陶
東
の
も
の
が

左
ず
れ
で
逆
に
運
動
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
部
分
の
地
殻
に
も
東
開
方
向
の
圧
縮
作
用
が
働
い
て
い
る
こ
と
を

自然・考trE査史編I223 
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断
閣
に
も
い
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い
ろ
あ
っ
て
、
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示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
る
と
、
近
畿
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
は
丹

波
・
誠
一
〈
濃
山
地
の
間
に
挟
ま
り
な
が
ら
東
闘
方
向
に
締
め
つ
け
ら
れ
、
そ

の
一
企
み
が
集
中
し
て
で
き
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
問

縁
の
六
甲
は
そ
の
な
か
で
も
最
も
歪
み
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、

そ
れ
だ
け
起
伏
量
も
大
き
く
断
層
も
複
雑
で
あ
る
が
、
細
か
く
見
る
と
近

畿
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
と
そ
の
周
辺
に
見
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
型
の
ま
た
あ
ら

ゆ
る
方
向
性
を
も
っ
た
断
層
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

の
で
あ
る
。

漏
出
制
廃

こ
の
よ
う
に
、
神
戸
市
の
立
地
条
件
は
断
層
と
切
っ
て
も

切
れ
な
い
関
係
に
あ
り
、
断
層
と
の
共
存
を
常
に
意
識
し

て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
今
後
も
避
け
て
は
通
れ
な
い
課
題
で
あ
ろ

は
る
か
な
過
去
の
地
殻
の
古
傷
と
し
て
運
動
を
終
わ
っ
た
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
。

し
台、

叫
問
問
問
」
と
よ
ば
れ
る
c

し
な
が
ら
、
ま
だ
活
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
保
存
し
て
い
て
、
将
米
も
動
く
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
「
活

活
断
層
の
定
義
と
し
て
、

「
過
去
一
一

O
O万
年
以
後
に
活
動
を
開
始
し
、
将
来
も
活
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
断
隠
L

と
い
わ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
真
意
が
理
解
し
に
く
い
。
む
し
ろ
六
甲
の
断
層
の
中
に
活
断
層
の
性
質
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
六
叩
の
断
腐
は
全
部
と
い
っ
て
よ
い
ぐ
ら
い
、
第
四
紀
摺
で
あ
る
大
阪
層
群
を
切
断
し
あ
る
い
は
変
形
を
与
え
て

224 2(）己主主神戸の地形と地質



いヲ心。

ま
た
そ
の
あ
る
も
の
は
最
も
新
し
い
地
形
制
で
あ
る
投
任
簡
を
も
明
瞭
に
切
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
過
去
二

O
O万

年
と
い
う
の
は
、
第
四
紀
の
始
ま
り
が
約
二

O
O万
年
前
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
六
甲
の
地
形
を

支
記
し
て
い
る
断
層
は
、
す
べ
て
活
断
層
で
あ
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
断
腐
は
な
ぜ
将
来
も
活
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
前
述
の
近
畿
ト
ラ
イ
ア
ン

グ
ル
を
造
っ
て
き
た
第
四
紀
と
い
う
地
質
学
的
な
時
間
般
の
ス
ト
レ
ス
状
態
と
同
じ
結
果
が
、
現
在
起
こ
っ
て
い
る
地
震
の
研

究
か
ら
も
、
ま
た
精
街
な
樹
監
の
繰
り
返
し
か
ら
検
出
さ
れ
る
大
地
の
歪
み
状
態
か
ら
も
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
山
陽

新
幹
線
の
六
甲
ト
ン
ネ
ル
の
水
抜
き
坑
を
利
用
し
て
、
直
接
ム
ハ
m
T
山
地
内
の
岩
盤
の
ス
ト
レ
ス
状
態
が
京
都
大
学
に
よ
り
観
測

さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
調
和
す
る
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
六
甲
の
場
合
は
、
六
甲
変
動
に
よ
り
、
す
な
わ
ち
五

O

な
い
し
六

O
万
年
以
降
に
な
っ
て
断
層
活
動
が
活
発
化
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
最
も
新
し
い
活
断
層
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
六
甲
地
域
に
は
股
史
地
震
の
記
録
は
な
い
。
こ
れ
を
い
か
に
解
釈
す
べ
き
か
、
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
六
叩
の
活

断
層
の
変
位
最
を
諜
べ
て
み
る
と
、
年
平
均
に
し
て
数
ミ
リ
’
メ
ー
ト
ル
程
度
で
、

日
本
の
活
断
層
の
基
準
で
は
、

B
級
と
い
わ

ブミ奴府若手と六甲変動

れ
る
も
の
の
な
か
に
入
る
。

し
か
し
断
層
は
年
ご
と
に
徐
々
に
動
く
も
の
で
は
な
く
、
数
百
年
、
数
千
年
の
開
エ
ネ
ル
ギ
！
を

た
め
て
お
い
て
、
地
震
を
と
も
な
い
な
が
ら

挙
に
数
メ
ー
ト
ル
も
動
く
例
が
多
い
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

地
震
の
化
石
と
も
い
う
べ
き
活
断
層
が
発
達
し
、

し
か
も
歴
史
地
震
の
一
記
録
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
断
層
に
現
在

一
会
み
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
も
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第四節
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山
地
と
盆
地
！
六
甲
変
動

大
阪
翁
地
と

大
阪
湾
盆
地

近
畿
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
内
の
山
地
と
盆
地
の
配
列
は
、
巨
視
的
に
見
れ
ば
地
殻
支
出
の
う
ね
り
状
の
向
い
所

が
山
地
と
な
り
、
低
い
所
が
盆
地
と
な
っ
た
も
の
で
φ

め
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
断
間
運
動
が
加
わ
っ
て
山
地
が

急
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。
奈
良
盆
地
と
生
駒
山
地
の
組
み
合
わ
せ
ば
そ
の
典
型
で
あ
る
。
六
甲
山
地
と
大
阪
湾
の
組
み
合
わ
せ

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
神
戸
市
は
六
中
を
削
り
大
板
湾
を
閉
め
立
て
市
域
を
払
大
し
て
き
た
聡
史
が
示
す
よ
う
に
、
六
市
と
大

阪
湾
と
の
対
立
の
中
に
存
立
し
て
き
た
。
大
阪
湾
は
海
水
で
お
お
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
大
半
は
水
深
一
一

0
メ
ー
ト
ル
以
内
の

水
た
ま
り
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
下
に
は
一

0
0
0
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
第
四
紀
簡
が
潜
釈
し
て
い
る
大
き
な
堆
杭
盆
地
で
あ
る
。

盆
地
と
い
う
言
葉
は
普
通
は
地
形
的
に
使
わ
れ
る
が
、
地
質
学
で
は
地
閣
を
堆
杭
す
る
沈
降
部
を
堆
狛
盆
地
と
い
う
。
過
去

の
枇
中
山
似
盆
地
は
そ
の
後
の
地
殻
変
動
で
分
裂
し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
新
し
い
耽
隙
詑
地
ほ
ど
現
従
の
地
形
と
調

和
し
て
く
る
。
大
級
湾
は
ま
さ
に
現
在
の
堆
稿
盆
地
で
あ
る
と
い
え
る
。

奈
良
盆
地
と
生
駒
山
地
と
が
東
山
圧
縮
型
の
起
伏
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
大
阪

ν
盆
地
H

は
非
常
に
複
雑
で
あ
る
。

大
阪
平
野
と
よ
く
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
中
央
に
上
町
台
地
と
呼
ば
れ
る
比
均
二

0
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
南
北
に
延
び
る
古
川
ま

り
の
あ
る
こ
と
は
、
案
外
気
づ
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
を
単
な
る
段
丘
と
み
る
意
見
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
地
盤
沈
下
対
策

の
た
め
の
深
間
ボ
ー
リ
ン
グ
と
建
築
法
慌
の
た
め
の
多
数
の
テ
ス
ト
ボ
ー
リ
ン
グ
が
ま
と
め
ら
れ
た
結
果
、
平
野
の
地
下
六

O

0
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
生
駒
山
地
と
同
じ
よ
う
な
形
を
し
た
ぷ
盤
の
経
起
部
が
あ
っ
て
、
地
下
の
大
阪
間
，
併
を
押
し

t
げ
地

226 神戸のi也！診と地主主ヂイf三丁←.＂；・
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に
ふ
く
ら
み
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
大
阪

平
野
の
真
中
に
大
抜
地
下
山
脈
が
あ
り
、
そ
れ
が
北
に
延
び
て

川
の
低
地
を
繊
切
り
千
虫
丘
陵
に
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し

走
る
上
向
断
肢
の

て
大
阪
港
の
∞
l

（
前
山
山
）
と
比
較
す
る
と
、
上
一
灯
台
地
の
凶
側
を

B 
生

男Lノ弘 子エ山一一－·~夏 ，／＇－ギ h 箱詰高

二~~~j l f 9際苫呈ヲ！容器教

は一点

0
0
メ
ー
ト
ル
以
上
に
述
す
る
こ
と

が
判
明
し
た
。

い
ま
こ
れ
ら
の
資
料
を
装
に

し
て
六
甲
か
ら
大
阪
平
野
を
通

っ
て

h
句
こ
、
こ
る
一
L
J
也

f

て’
E
H
d
t
L
7
2
1
J見
L
I
f

断
閣
を
描
く
と
留
日
（
A

n

b

）

の
よ
う
に
な
る
。
甲
山
付
近
の

協

1
粘
土
一
服
は
、
大
抜
一
平
野
ド

で
は
地
下
数
百
メ
ー
ト
ル
に
潜

り
、
上
向
台
地
で
は
地
表
近
く

に
接
近
、
千
里
丘
陵
で
は
亦
び

地
表
に
現
わ
れ
、
東
大
阪
市
に

入
る
と
再
び
地
下
派
く
沈
む
が
、

自然・考ーす！後史編 i227 



生
駒
山
地
西
側
で
生
駒
断
層
に
沿
っ
て
上
昇
し
、

つ
い
に
は
生
駒
山
地
を
越
え
て
奈
良
盆
地
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
み
る
と
、
大
阪
平
野
は
上
町
台
地
を
境
に
し
て

一
つ
の
盆
地
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
奈
良
盆
地
と
問

じ
よ
う
な
盆
地
が
生
駒
山
地
の
凶
側
に
も
存
夜
す
る
の
で
あ
る
ο

こ
れ
を
河
内
盆
地
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

さ
て
問
題
は
上
町
台
地
よ
り
間
側
の
低
地
様
で
あ
る
。
こ
の
低
地
帯
は
普
通
大
阪
平
野
と
呼
ば
れ
、
そ
の
聞
は
大
仮
湾
で
占

め
ら
れ
て
い
る
が
、
六
巾
山
地
と
千
虫
丘
陵
と
の
間
に
伊
丹
か
ら
吊
崎
に
わ
た
る
低
地
州
市
が
あ
っ
て
、
そ
の
北
部
に
は
段
丘
が

広
く
発
達
し
て
い
る
υ

そ
し
て
六
甲
の
東
端
は
こ
の
低
地
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
切
り
落
と
さ
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
部

分
を
ひ
と
つ
の
堆
柏
盆
地
と
み
る
と
、
奈
良
・
河
内
盆
地
と
方
向
・
形
状
と
も
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
阪
湾

の
長
軸
は
北
東
か
ら
南
西
方
向
を
と
り
、
そ
れ
ら
と
相
違
し
て
い
る
。
こ
の
疑
問
を
解
く
鍵
が
、
神
戸
市
の
対
岸
の
泉
州
沖
合

で
間
四
国
際
空
港
の
基
礎
調
査
が
進
む
に
つ
れ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
資
料
と
神
戸
側
の
資
料
と
を
合
わ
せ
て

拙
い
た
大
阪
湾
を
怨
軸
方
向
に
切
っ
た
地
質
断
面
閣
が
間
見
（
C
i
D
）
で
あ
る
。
大
阪
湾
中
央
部
の
断
聞
は
両
側
の
地
質
術
造

か
ら
抗
定
し
て
い
る
。
こ
れ
を
（
A

B

）
新
耐
と
比
較
す
る
と
、
こ
れ
が
一

つ
の
堆
積
盆
地
の
集
合
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
大

阪
湾
は

つ
の
堆
杭
盆
地
で
あ
っ
て
、

1
4
1
v
hド
守
道

P
L

主
、
。
通
ゴ
ミ

3
4
・J
1
E
H
a
守ミ

J
F
F
Fカ
設
、
孫
、
刀
滋
く
系
列
wp
カ

南
東
か
ら
北
聞
に
傾
勤
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

浅
い
の
も
、
こ
の
地
質
構
造
の
表
わ
れ
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
河
内
盆
地
な
ど
が
束
間
在
縮
型
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の

構
造
は
北
問
！
南
東
圧
縮
型
の
盆
地
で
あ
る
と
い
え
る
。
大
阪
湾
盆
地
と
奈
良
・
河
内
・
大
阪
盆
地
と
は
成
問
が
違
う
の
で
あ

ヲ心。
そ
こ
で
伊
丹
・
尼
崎
低
地
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
低
地
は
河
内
盆
地
と
同
じ
東
関
圧
縮
型
の
盆
地
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
が
、
市
半
分
が
大
阪
湾
北
地
の
北
東
山
崎
と
結
合
し
た
た
め
に
特
異
な
沈
降
帯
を
生
じ
、
こ
の
部
分
に
淀
川
・
猪
名
川
・
武
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庫
川
が
閉
口
し
て

い
沖
積
閣
を
堆
積
し
、
大
阪
か
ら
尼
崎
に
連
な
る
平
野
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
盆
地
を
狭
義
の
大

抜
盆
地
と
呼
ぶ
。

東
六
甲
と

菌
六
甲

最
初
に
六
甲
山
地
の
地
形
を
述
べ
た
際
に
、
そ
れ
を
構
成
す
る
花
こ
う
岩
塊
は
間
側
で
は
二
分
し
、
北
側
の
も

の
は
鈴
蘭
台
地
区
で
終
わ
る
が
、
南
側
の
も
の
は
横
尾
山
（

一
了
二
メ
ー
ト
ル
）
・
鉄
拐
山
（
一
一
三
郎
・

O
メ
l

ト
ル
）
・
鉢
伏
山
（
二
五
二
・
八
メ
ー
ト
ル
）
な
ど
の
鋭
い
尾
根
を
持
っ
た
峰
が
細
長
く
連
な
り
、
そ
の
延
長
は
明
石
海
峡
を
経
て
、

淡
路
島
に
延
長
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
こ
の
山
列
を
四
六
叩
山
地
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、
来
六
甲
山

地
ほ
ど
山
演
の
小
起
伏
加
の
保
存
が
よ
く
な
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
関
仰
の
断
層
系
の
斑
列
状
態
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
四

六
甲
の
南
東
側
を
切
断
す
る
須
磨
断
層
は
淡
路
島
の
東
側
の
仮
屋
断
閣
と
も
関
係
が
深
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
西
六
甲
山
地

は
東
六
甲
山
地
と
一
連
の
も
の
で
は
な
く
大
阪
湾
盆
地
を
造
っ
て
き
た
構
造
運
動
の
産
物
で
あ
り
、
来
六
mγ
山
地
は
河
内
・
大

阪
盆
地
を
造
っ
て
き
た
構
造
運
動
に
よ
っ
て
隆
起
し
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、

五
劫
橋
断
穏
系
と
諏
訪
山
断
層
系
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
一

つ
の
新
層
系

大｜波隠群と六甲変動

は
一
連
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
住
吉
川
が
山
地
を
出
る
あ
た
り
で
北
京
か
ら
南
四
方
向
に
延
び
て
き
た
前
者
が
細
か
く
分
岐

し
、
そ
れ
に
後
者
が
憾
み
ん
打
っ
た
よ
う
な
形
を
と
り
、
そ
の
部
分
に
広
大
な
山
麓
扇
状
地
が
中
期
更
新
泣
か
ら
発
達
し
て
き
て

現
在
の
ム
問
地
を
造
っ
て
き
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

こ
の
現
象
は
両
断
層
系
を
造
っ
た
圧
縮
力
が
別
物
で
あ
っ
た
た
め
に
、

異
な
る
方
向
の
断
層
が
こ
の
部
分
で
会
合
し
て
、
広
大
な
破
砕
川
市
を
生
じ
た
と
解
釈
す
れ
ば
う
な
ず
け
る
の
で
あ
る
。
従
来
神

第四節

一
戸
は
大
叛
一
平
野
と
大
阪
湾
と
を
合
わ
せ
た
大
阪
盆
地
の
縁
辺
部
と
し
て
位
践
づ
け
ら
れ
て
き
た
が
、

は
神
戸
の
御
影
地
ほ
か

ら
商
は
大
阪
湾
を
へ
だ
て
て
対
岸
の
泉
州
地
域
や
認
域
・
金
制
・
和
向
氷
山
塊
と
儲
造
的
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
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れ
ら
の
山
々
は
、
大
気
の
汲
ん
だ
日
に
神
戸
の
背
山
に
弦
る
と
、
真
正
面
に
見
え
る
。
大
阪
湾
の
彼
方
の
こ
れ
ら
の
山
な
み
を
、

津
波
の
よ
う
に
こ
ち
ら
に
押
し
寄
せ
て
く
る
大
波
の
波
が
し
ら
に
み
た
て
よ
う
。
大
阪
湾
は
そ
の
手
前
の
波
の
底
に
あ
た
る
。

そ
し
て
背
山
の
部
分
は
、
岸
辺
に
打
ち
寄
せ
一
段
と
波
高
を
消
し
た
渚
の
部
分
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
泉
州
側

の
降
起
と
と
も
に
大
阪
湾
盈
地
が
傾
動
的
に
沈
降
し
、
回
六
甲
が
く
さ
び
が
抜
け
る
よ
う
に
上
昇
す
る
と
い
う
運
動
が
、
数
十

万
年
に
わ
た
っ
て
統
き
、
現
十
伐
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
問
問
刊
の
（
C
i
D
）
断
面
図
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
大
阪
湾
盆
地
の
沈
降
の
中
心
は
神
戸
寄
り
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
神
戸
港
が
水
深
く
天
然
の
良
港
と
い
わ
れ
て

き
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
が
、
逆
に
ヘ
ド
ロ
が
厚
く
溜
ま
り
沿
岸
時
め
立
て
に
大
変
な
努
力
を
は
ら
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
却
山
で

も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
泉
州
沖
は
、
水
深
が
浅
い
か
わ
り
に
へ
ト
ロ
が
部
く
埋
め
立
て
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
こ
の
部
分

に
関
間
関
際
新
空
港
が
建
設
さ
れ
、
大
販
湾
を
一
直
線
に
横
断
し
て
神
戸
と
新
し
い
交
通
桝
で
結
ぶ
と
い
う
構
想
が
、
大
自
然

の
構
造
を
反
映
し
て
一
涼
ん
で
こ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
こ
の
「
地
波
」
と
も
い
う
べ
き
波
が
起
こ
っ
た
原
因
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
波
を
起
こ
す
風
の
方
向
は
、
波
に
直
角
な

方
向
で
あ
る
。
何
様
に
池
波
を
起
こ
し
た
圧
力
は
南
東
方
向
か
ら
加
わ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
旅
田
凶
も
最
近
急
速
に
川
町
か

に
な
っ
て
き
た
。
地
球
的
規
模
で
地
質
構
造
を
説
明
で
き
る
プ
レ
ー
ト
テ
ク
ト
ニ
グ
ス
と
呼
ば
れ
る
構
造
論
に
よ
れ
ば
、

四
国

の
市
に
広
が
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
の
海
底
を
構
成
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
が
、
北
上
し
つ
つ
南
海
ト
ラ
フ
に
沿
っ
て
沈
み

込
み
な
が
ら
凶
南
日
本
を
圧
縮
し
て
い
る
圧
力
が
、
大
阪
湾
地
域
に
も
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
と
推
制
さ
れ
る
。
六
甲
変
動
の
実

態
が
姿
を
表
わ
し
始
め
た
と
い
え
よ
う
。
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