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第
一
章

里
山
川
渓
の
歌
碑
が
象
徴
る
柳
谷
の
自
然

わ
が
ゃ
な
だ
に
の
自
然
。
自
ら
が
黙
々
と
創
り
出
し
た
ひ
ろ
ば
に
、
ゃ
な
だ
に
び
と
は
じ
め
、
す
べ
て
の
も
の
の
共
在
を
認
め
、
そ
れ

ら
の
も
の
と
の
和
や
か
さ
を
保
ち
つ

ε

つ
け
て
い
る
。
そ
の
喚
び
か
け
に
は
、
何
一
っ

か
ざ
り
け
も
な
く
、
む
な
し
さ
も
な
い
。
た
だ
、
す

そ
れ
を
視
止
め
、
そ
れ
に
聴
き
欲
れ
て
、
う
た
い
あ
げ
る
感
動
の
さ

ば
ら
し
い
た
た
ず
ま
い
の
日
々
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
に
は
、

第
一

章

け
び
が
育
た
な
か
っ
た
。
ま
こ
と
に
慣
れ
に
あ
ま
え
き
っ
た
永
い
過
去
で
あ
っ
た
。

昭
和
五
六

(
一
九
八
一
)
年

一一

月
三
日
文
化
の
日
。

落
出
か
ら
国
道
四
四

O
号
線
を
西

南
す
る
こ
と
五
キ
ロ
ば
か
り
、
「
シ
モ
オ
オ
タ

ニ
」
と
よ
び
き
た
っ
た
国
道
沿
い
に
、

「黒
川

渓
歌
碑
」
は
除
幕
さ
れ
た
。
ゃ
な
だ
に
郷
び
ら
き
し
て
こ
の
か
た
の
、
は
れ
や
か
な
日
記
の

具申…全碑
、
歌型

大里…

一
文
で
あ
る
。

歌
碑
は
こ
う
言
い
き

っ
て
い

る。

「黒
川
渓
蒼
き
樹
林
の
底
ふ
か
く

も
の
の
い
の
ち
を

と

わ
れ
わ
れ
や
な
だ
に
び
と
の
胸
に
、

一
す
じ
の
清
風
が
吹
き
抜
け

見
せ
て
ゆ
く
水
」

て
、
霧
こ
め
た
も
ど
か
し
き
は
晴
れ
た
。
歌
碑
建
立
の
共
感
を
よ
び
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
日
に
先
だ
っ
五
四
年
の
夏
だ
っ
た
と
か
。
黒
川
渓
の
峡
を
訪
ね
た
在
京
の
歌
人
逗
子

ニ
ッ
ポ
ン
放
送
社
賓
)
は
、
く
ろ
か
わ
の
流
れ
の
音
な
ひ
に
い
ざ
な
わ

八
郎
(
本
名
井
上
司
朗

れ
、
蒼
き
樹
林
の
語
ら
ひ
に
ま
な
差
し
し
て
、

ん
だ
と
か
、
と
き
く
。

い
の
ち
の
共
感
よ
び
あ
う
旅
の
一
日
を
楽
し

黒
川
渓
の
歌
碑
が
象
徴
る
柳
谷
の
自
然
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い
の
ち
の
讃
歌

黒
川
渓
歌
碑
の
除
幕
式
に
来
村
し
た
歌
人
は
、
カ
ル
ス

ト
高
原

・
八
釜
渓
を
探
勝
し
た
。
そ
の
探
勝
感
懐
を
、
後
日
、
『
月
刊
時
事
』
の

昭
和
五
七
年
四
月
号
に
、
「
伊
予
国
柳
谷
村
紀
行
」
の
題
名
で
述
べ
て
い
る
。

す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
い
の
ち
の
讃
歌
と
題
し
て
転
載
す
る
。

(
五
四
l
七
1

三
O

わ
が
村
の
自
然
と
の
融
け
合
い
の
深
さ
に
、

我
々
は
畏
敬

四
国
カ
ル
ス
ト
草
地
開
発
牧
道
未
完
成
分
一
キ
ロ
二

0
0メ
ー
ト
ル
に
就
て
、
裁
決
の
た
め
天
狗
高
原
に

一
泊
す
る
。
七
ー
一一一
一

面
河
に
向
っ
て
居
間
川
渓
谷
を
下
る
道
す
が
ら
、
詠
ん
だ
歌
〉

黒
川
渓
蒼
き
樹
林
の
底
ふ
か
く
も
の
の
い
の
ち
を
見
せ
て
ゆ
く
水

柳
谷
の
き
よ
き
川
瀬
に
村
の
子
ら
水
あ
そ
ぶ
見
れ
ば
吾
孫
し
お
も
ほ
ゆ

黒
川
渓
は
日
向
な
ぞ
え
に
家
む
つ
び
裏
山
な
べ
て
深
き
植
林

柳
谷
村
八
釜
の
瀬
瀬
を
た
ぎ
り
ゆ
く
V
字
の
渓
を
ま
た
い
つ
か
見
む

(
五
六
|
一
一
!
二
午
後
、
大
川
峰
の
頂
上
で
、
)

命
い
き
て
伊
予
大
川
嶺
の
い
た
だ
き
の
雲
の
上
な
る
高
野
原
に
立
つ

こ
の
い

の
ち
い
か
に
せ
よ
と
か
雨
す
ぎ
し
大
川
嶺
の
頂
の
タ
や
け
の
く
も

大
川
嶺
の
尾
根
は
高
野
原
谷
々
の
い

の
ち
ゃ
し
な
ひ
て
空
に
つ
ら
な
る

中
津
明
神
岳
を
と
ざ
せ
し
雨
後
の
雲
ち
り
て
夕
日
ま
と
も
な
り
大
き
山
体



天
地
は
大
い
な
る
か
な
や
四
国
山
脈
も
た
だ

一
つ
摺
曲
ぞ
秋
ぞ
ら
の
も
と

(
五
六
|
一
一
!
三
除
幕
式
後
、
八
釜
渓
谷
に
下
り
立
ち
て
、
)

黒
川
渓
の
紅
葉
は
溶
け
て
空
ほ
そ
き
峡
の
水
ふ
む
頬
も
あ
か
る
し

た
ち
ま
ち
に
峡
の
ゆ
く
手
を
岩
と
ざ
し
の
り
こ
ゆ
る
水
の

い
の
ち
と
ど
ろ
く

黒
川
渓
に
小
黒
谷
の
滝
っ
き
入
り
て
そ
の
落
ち
合
ひ
の
万
墾
の
雷

踊
き
て
釜
に
入
る
滝
わ
き
か
へ
り
あ
ふ
れ
で
次
の
釜
に
お
ち
ゆ
く

さ
か
の
ぼ
る
支
谷
小
黒
渓
紅
葉
わ
け
お
ち
く
る
校
沢
こ
と
ご
と
く
滝

〈柳
谷
の
自
然
の
い
の
ち
に
対
す
る
、
柳
谷
び
と
の
鋭
い
直
観
、
、

と
称
え
て、〉

植
林
に
発
電
に
自
然
生
か
し
つ
つ
柳
谷
村
は
こ
こ
ろ
ゆ
た
け
し

第
二
章

い
の
ち
の
讃
歌

五
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ゃ
な
だ
に
の
自
然
の
生
い
立
ち

ゃ
な
だ
に
の
自
然
は
生
き
て

い

る

。

わ

れ

わ

れ

は

じ

め
、
す
べ
て
生
き
も
の
の
い
の
ち
と
の
関
わ
り
は
深
い
。

は
、
わ
れ
わ
れ
と
の
か
か
わ
り
深
い
、
ゃ
な
だ
に
の
自
然
の
生
い
立
ち
が
た
ず
ね
た
く
な
る
。
柳
谷
の
自
然
は
、
ど
ん
な
生
活
史
を
も
っ

そ
し
て
、

わ
れ
わ
れ

て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
気
の
遠
く
な
る
ほ
ど
古
く
て
、
遠
く
て
、
大
い
な
る
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。

一
本
す
じ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
ど
の

一
点
か
ら
な
ど
と
定
め
る
こ
と
は
、

な
か
な
か
む
つ
か
し
い
こ
と
で
は
あ
る
。
だ
が
我
々
が
自
分
の
系
譜
を
、
今
の

自
分
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
考
え
方
を
流
用
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

た
だ
今
の
我
々
に
相
当
す
る
柳
谷
の
自
然
と
は
、

日
ご
ろ
我
々
が
こ
の
限
で
捉
え
て
い
る
、
山
な
み

・
谷
す
じ
・
傾
斜
面
が
組
み
あ
っ

た
、
彫
り
も
の
さ
な
が
ら
の
地
塊
で
あ
る
。
こ
の
大
い
な
る
地
塊
は
、
内
に
大
い
な
る
い
の
ち
を
秘
め
、
大
い
な
る
い
の
ち
の
営
み
を
、

絶
間
な
く
み
せ
続
け
て
い
る
生
き
も
の
と
感
じ
さ
せ
る
。
こ
の
地
塊
が
い
の
ち
の
固
ま
り
ら
し
く
見
せ
始
め
た
一
点
を
、

「
自
然
の
誕
生

日
」
と
定
め
て
み
よ
う
。
そ
の
日
、
今
か
ら
凡
そ
一

0
0
0万
年
ぐ
ら
い
前
だ
と
い
わ
れ
る
。
ず
い
ぶ
ん
古
い
で
き
ご
と
な
の
だ
。
柳
谷

の
自
然
の
年
齢
を
一
応
、

一
0
0
0万
年
歳
と
し
よ
う
。

こ
の
地
塊
の
い
の
ち
は
、
宇
宙
と
呼
ば
れ
る
胎
内
で
す
ば
ら
し
い
生
長
活
動
を
積
み
重
ね
て
き
た
。
こ
の
地
塊
を
、
あ
る
広
が
り
と
あ

餅
の
塊
」
の
よ
う
な
地
塊
が
、

る
厚
さ
を
も
っ
た
「
餅
と
り
板
に
載
せ
た
つ
き
た
て
の
餅
の
塊
」
と
考
え
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
の
「
餅
と
り
板
に
載
せ
た
つ
き
た
て
の

い
の
ち
の
分
身
と
い
の
ち
の
合
身
が
、
く
り
か
え
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
地

一
応
ま
と
ま
る
ま
で
に
、



き
る
地
層
を
い
の
ち
の
要
素
だ
と
考
え
る
と
、

塊
の
生
長
活
動
を
、
生
物
が
細
胞
分
裂
し
て
か
ら
だ
が
で
き
あ
が
る
も
よ
う
に
類
す
る
と
、
想
像
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
連
想
で

そ
の
二
層

・
三
層

・
数
層
の
地
層
の
分
合
活
動
の
末
、

一
つ
の
地
塊
に
ま
と
ま
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
。

ち
ょ
う
ど
む
し
た
餅
米
の
一
粒

一
粒
が
と
け
合
っ
て
、

そ
の
う
ち
一
番
深
い
地
層
(
地
塊

一
塊
り
の
餅
と
な
っ
た
よ
う
に
。

の
い
の
ち
の
中
心
と
で
も
言
え
る
も
の
)
と
見
ら
れ
る
も
の
が
で
き
て
い
た
の
は
、

九
そ
二
億
年
も
前
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
以
来
、
二
億
年
ほ
ど
の
胎
内
(
宇
宙
)
で
の
生
長
活
動
は
、
複
雑
多
様
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

育
っ
て
ゆ
く
複
雑
さ
、
微
妙
さ
に
も
類
す
る
。
海
底
深
い
と
こ
ろ
で
で
き
た
層
が
盛
り
上
っ
た
り
、
地
上
で
な
が
く
経
過
し
た
層
が
落
ち

込
み
沈
ん
で
い
っ
た
り
、
傾
い
て
い

っ
た
り
し
た
。
層
が
重
な
り
あ
い
、
も
つ
れ
あ
い
、
ね
じ
れ
あ
い
、
火
山
活
動
の
よ
う
な
は
げ
し
い

γ
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第
三
章

ゃ
な
だ
に
の
自
然
の
生
い
立
ち

そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
胎
児
が
胎
内
で

力
の
噴
き
出
し
が
、
く
り
か
え
さ
れ
て
い
っ
た
。
も
の
の
生
成
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
「
た

だ
な
ら
ぬ
も
の
」

で
あ
る
こ
と
か
。

」
の
い
の
ち
の
で
き
あ
が
る
は
げ
し
い
活
動

学
者
は
、

を
、
「
地
殻
運
動
」

と
か
、

「造
山
運
動
」

と
か
名
づ
け
て
い
る
。

で
は
「
柳
谷
の
自
然
の
系
譜
」
を
、
そ
の
古
い
地
殻
運
動
史
の
記
事
か
ら
覗
い
て
見
る
こ
と

に
し
よ
う
。

四

O
O
O万
年
ほ
ど
前
l

西
南
日
本
に
中
央
構
造
体
が
で
き
、
西
南
日
本
は
内
帯

・
外
帯

に
分
か
れ
る
。
わ
が
柳
谷
の
地
塊
は
、
外
帯
系
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
構
造
線
は
、
木

曽

・
赤
石
山
塊
:
:
:
和
歌
山
紀
伊
山
塊
:
:
:
四
国
剣
山
山
塊
↓
四
国
石
鎚
山
山
塊
↓
四

国
佐
田
川
北
縁
:
:
:
九
州
山
塊
と
走
向
し
て
い
る
。

。
そ
れ
か
ら
一

0
0
0万
年
前
ま
で
の
聞
に
四
国
に
、

)
 

J

ペ
t

f
i

、

「
み
か
ぶ
構
造
線
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
が
、
中
央
構
造
線
に
略
平
行
(
東
西
方
向
〉

レ
レ
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八

に
で
き
、
外
系
の
分
系
が
行
わ
れ
た
。
わ
が
柳
谷
の
地
塊
は
、
南
の
塊
(
上
部
古
生
層
)
の
一
角
に

再
分
系
と
な
る
。

み
か
ぶ
構
造
線
は
、

美
川
東
川
境
野
↓
父
二
峰
橋
詰
↓
大
洲
盆
地
↓
八
幡
浜

(
宇
和
海
)
と
走
っ
て
い
る
。

(ロ)

わ
が
柳
谷
地
塊
内
に
、
略
北
西
か
ら
南
東
に
走
る
断
層
線
が
で
き
た
。

o
御
三
戸
↓
龍
宮
↓
奈
良
薮
:
:
:
鳥
形
山
塊
(
鉢
・
洞
門
に
か
け
て
の
地
盤
の
軟
弱
さ
は
、
断
層
線
と
の
関

わ
り
は
な
い
だ
ろ
う
か
)

0

o
狼
が
城
↓
横
野

o

小
田
深
山
↓
丸
石
山
↓
地
芳
峠
。

o

中
津
時
戸

(
小
松
谷
川
合
流
点
)
か
ら
予
土
県
境
脊
梁
に
沿
っ
て
↓
正
木
が
森

。

を
も
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

四
国
カ

ル
ス
ト
準
平
原
の
も
り
上
り

(隆
起

)1
こ
の
四
国
カ
ル
ス
ト
準
平
原
の
隆
起
は
、

柳
谷
地
形
の
個
性
づ
け
に
、
大
き
い
意
味

巳
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第
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盤
体
が
刻
ま
れ
て
彫
り
も
の
の
す
が
た
に
な
る

わ
が
柳
谷
の
地
塊
は
、
最
東
端
が
東
径
二
二
三
度

O
分
、
最
西
端
が
東
径

二
二
二
度
五
三
分
五
六
秒
、
最
南
端
が
北
緯
三
二
度
二
七
分

三
七
秒
、
最
北
端
北
緯
三
三
度
三
四
分
二
六
秒
の
区
域
内
に
位
置
し
て
い
る
。
四
国
の
島
の
ほ
ぼ
中
央
部
で
高
知
県
と
境
を
接
し
、
二
県

(
愛
媛
・
高
知
〉
、
四
郡
(
上
浮
穴

・
東
宇
和

・
高
岡

・
吾
川
)、

七
か
町
村

(美
川
村
・
小
田
町
・
野
村
町
・
梼
原
町

・
東
津
野
村

・
仁
淀
村
・

吾
川
村
)

と
地

つ
づ
き
し
、

い
の
ち
通
わ
せ
あ
う
大
い
な
る
い
き
も
の
の
す
が
た
を
見
せ
て
い
る
。

高
原
(
一
四
八
五
メ

ー
ト
ル
〉
、
南
西
端
姫
革
(
二
ニ

0
0
メ
ー
ト

ル〉
。

こ
の
四
点
を
結
ぶ
と
、

わ
が
柳
谷
地
塊
体
の
大
き
さ
を
見
ょ
う
。

北
東
端
中
津
山
(
一
五
四
一
メ
ー
ト
ル
〉
、
北
西
端
大
川
嶺
(
一
五
二
五
メ
ー
ト

ル
〉
、
南
東
端
天
狗

ほ
ぼ
整
っ
た
平
行
四
辺
形
と
な
る
。
四
辺
の
長

さ
約
一
一
・
五
キ
ロ

、

一一

・
四
キ
ロ
、

一一

・
0
キ
ロ、

一
0
・
七
五
キ
ロ
で
あ
る
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
菱
形
に
近
い
。

対
角
線
長
さ
約
一
七
・

f
五
キ
ロ

、

二
了
五
キ
ロ
は
、
大
字
西
谷
大
成
あ
た
り
で
交
わ
る
こ
と
と
な
る
。

今
日
の
総
面
積
、

一
二
六
一

O
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
、
そ
の
用
地
別
内
訳
は
、

田

六
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
。

m問'rAド

五
四
ヘ
ク
タ
ー

ル
。

樹
園
地

五
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
。

採
草
放
牧
地

一ヘ

ク
タ

ー
ル

、L
b
l

E

パパ
ゴ
一一
-u

農
用
地

四

O
O
ヘ
ク
タ

ー
ル
。

山
林

一一

五

O
八
ヘ
ク
タ

ー
ル
。

宅
地
等

第
四
章

大
い
な
る
柳
谷
地
塊

九



第

一
一編

自

然

。

今
仮
り
に
、
こ
の
今
日
の
地
表
面
が
で
き
る
浸
蝕
活
動
が
始
ま
る
前
に
、
造
山
活
動
が
お
さ
ま
っ
て
、
厚
さ
何
千
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
柳

谷
の
原
地
塊
が
仕
上
っ
て
い
た
と
考
え
る
と
、
そ
の
す
が
た
は
、
鳴
き
あ
げ
ら
れ
た
大
き
い
菱
形
状
し
た
餅
の
塊
が
、
あ
た
か
も
上
天
に

二
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
。

六
六
八
ヘ
ク
タ
ー
ル。

そ
の
他

と
な
っ
て
お
り
、
山
林
が
九
一

・
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。

供
え
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
で
あ
ろ
う
。

平行四辺形の柳谷地塊図第 3図

柳谷村における断層線・地塊図第 4図



第
二
節

中
津
山
塊
と
四
国
カ
ル
ス
ト
準
平
原

今
日
我
ら
の
眼
に
映
る
柳
谷
の
自
然
体
は
、
厚
さ
二

0
0
0
メ
ー
ト
ル
内
外
の
、
平
行
四
辺
形
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
地
塊
と
し
て
誕

生
後
、
起
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
隆
起
や
沈
降
な
ど
が
つ
づ
き
な
が
ら
、
絶
間
な
く
浸
蝕
や
風
化
が
つ
づ
い
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て

彫
刻
の
よ
う
な
地
塊
は
、
山
な
み
・
谷
す
じ
・
斜
面
な
ど
が
一
つ
づ
き
に
連
な
り
あ

っ
て
い
る
。
全
く

1500 

1000 

500 

図面断伏

大川嶺

起第 5図

第
四
章

大
い
な
る
柳
谷
地
塊 一

つ
づ
き
の
ひ
だ
の
つ
く
り
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
平
行
四
辺
形
の
ど
の
頂
点
に
立
っ
て
見
て
も
、
村

ざ
か
い
の
稜
線
の
ど
の
点
に
立
っ
て
見
て
も
、
山
な
み

・
谷
す
じ
・
斜
面
が
織
り
あ
っ
た
彫
刻
の
彫
り

は
、
柳
谷
の
自
然
体
の
個
性
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。

我
ら
の
か
ら
だ
が
、
頭
・
胴
・
手
足
の
連
な
り
で
あ
る
よ
う
に
、
柳
谷
の
地
塊
も
ま
た
、
い
く
つ
か

ひ

ど

の
部
分
の
連
な
り
で
、
た
だ
一
つ
の
摺
曲
と
な
っ
て
い
る
。
仁
淀
川
を
界
し
て
、
二
つ
の
部
分
が
連
な

一
つ
は
中
津
山
を
頂
点
と
す
る
中
津
山
塊
、

っ
て
い
る
よ
う
だ
。

一
つ
は
、
西
部
か
ら
南
部
に
亘
っ
て

長
く
続
く
、
四
国
カ
ル
ス

ト
準
平
原
体
(
高
原
部
)
と
、

そ
れ
か
ら
出
た
稜
線
の
群
れ
と
で
あ
る
。

中
津
山
塊
は
、
中
津
山
を
頂
点
と
し
た
円
錐
体
の
西
南
四
半
体
で
、
底
面
の
四
半
分
の
円
周
が
仁
淀

川
底
線
を
な
し
て
お
り
、
四
半
円
錐
の
二
つ
の
切
断
線
が
、
美
川
・

吾
川
両
村
と
の
村
ざ
か
い
線
を
な

し
て
い
る
。

一
方
四
国
カ
ル
ス
ト
準
平
原
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
走
向
に
直
角
に
、
東
方
あ
る
い
は
北
方
に
、
た
く

さ
ん
の
稜
線
を
出
し
て
お
り
、

そ
れ
ら
稜
線
の
末
端
が
、
黒
川
及
び
仁
淀
川
の
本
流
の
谷
底
に
そ
れ
ぞ



第
一

一編

自

然、

図

高

類分耳5I也第 6図

県

|上位緩斜面匡司

れ
下
り
て
い
る
。
こ
の
四
国
カ
ル
ス

ト
準
平
原
体
は
、
剣
山
山
塊
・
石
鎚
山

塊
と
共
に
、

四
国
地
塊
の
三
大
尾
根
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
か
ら
出
て
い
る
稜
線

の
群
れ
と
織
り
あ
っ
て
、
大
起
伏
山
地
を
刻
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
柳

谷
の
地
形
は
「
壮
年
期
」
と
い
わ
れ
る
。
二
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る
山
塊
の

起
伏
状
態
に
つ
い
て
、
そ
の
壮
年
性
を
考
え
て
み
よ
う
。

付

大
起
伏
山
地
l

起
伏
量
が
六

0
0
メ
ー
ト
ル
以
上
の
山
地
区
。
標
高

は
七

0
0
メ
ー
ト
ル

か
ら
二

0
0
0
メ
ー
ト
ル
級
。
壮
年
性
高
山
群
が

競
い
あ
い
、
い
ず
れ
も
二
五
度
か
ら
七

O
度
の
急
斜
面
に
と
り
ま
か
れ

て
い
る
。
斜
面
に
は
河
蝕

・
雨
蝕
・
風
蝕
・

重
力
浸
蝕
な
ど
が
、
え
」
古
品

ざ
ま
な
速
度
で
進
行
中
で
あ
る
。
こ
の
山
地
区
は
一

0
0
・
五
四
平
方

キ
ロ
(
七
九
・
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
〉
で
あ
る
。

。
上
位
緩
斜
面
l

標
高
一
四

0
0
メ
ー
ト
ル

か
ら

一
七

0
0
メ
ー
ト
ル

伺
周
囲
の
急
斜
面
と
は
明
瞭
に
、
傾
斜
変
遷
面
で
接
す
る
。
大
野
が
原

・
大
川
嶺

・
姫
草

・
地
芳
峠

・
姫
鶴
平
。

級
の
緩
斜
面
。
傾
斜
は
五
度
か
ら

一
五
度
級
。
稜
線
附
近
に
あ
っ

て、

制

小
起
伏
山
地
|
起
伏
量
が
二

0
0
メ
ー
ト
ル

か
ら
四

0
0
メ
ー
ト
ル

ま
で
の
山
地
区
。
南
東
部
山
地
区

・
南
西
部
山
地
区。

あ
る
特
異
の
溶
蝕
地
形
を
示
す
。

カ
ル
ス
ト
地
形

l
石
灰
岩
か
ら
な
る
台
状
地
形
。
地
表
は
無
数
の
カ
l
レ
ン

や
、
大
小
の
ド

リ
l
ネ

・
ウ
パ
l
レ
な
ど
で
凹
凸
の

つ
ぎ
に
傾
斜
度
に
よ
る
区
分
図
を
つ
く
り
、

そ
の
分
布
状
況
を
み
よ
う
。

o

三

O
度
以
上
の
傾
斜
分
布
は
、
中
津
山
々
塊
の
御
三
戸

1



奈
良
薮
断
層
線
と、

黒
川
の
本
流
に
沿
っ
て
連
続
し
て
い
る
。
仁
淀
川
は
御
三
戸

i
奈
良
薮
断
層
線
に
沿
い、

仁
淀
川
の
横
谷
部
分

(中

系
の
支
脈
と
、

央
構
造
線
・

み
か
ぶ
構
造
線
の
走
向
に
直
交
し
て
流
れ
る
〉
と
し
て
浸
蝕
活
動
を
続
け
て
き
た
。
中
津
山
頂
か
ら
五
段
高
原
に
連
な
る
石
鎚
山

傾斜度 300以上分布図第 7図

第
四
章

大
い
な
る
柳
谷
地
塊

傾斜度200以上300未満分布図第 8図

o 5km 



第
一

編

自

然、

猪
伏
二
七
度

・
中
久
保
二
八
度

・
中
畑
一

度

・
旭

一
八
度

・
川
之
内
三

O
度。

四

隆
起
後
の
浸
蝕
で
、
カ
ル
ス

ト
か
ら
出
た
稜
線
地
域
に
、
そ
れ
ぞ
れ
急
傾
斜
を
刻
み
出
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
三

O
度
以
上
の
傾
斜
度
分
布
の
う
ち
、
四

O
度
以
上
は
二

・
五
八
平
方
キ

ロ
つ
一

・
O
三
パ
ー
セ
ン
ト
)、
三

O
度
以
上
四

O
度
未
満
は
、
二
九
・

八
四
平
方
キ

ロ
(
二
三

・

山くずれ→栃谷氾濫

o

二

O
度
以
上
三

O
度
未
満
の
傾
斜
地
は
、
柳
谷
地
表
の
大
部

分
を
占
め
て
い
る
。
(
七
六
・一

四
平
方
キ
ロ

l
六
0
・
0
五
パ
ー
セン

ト
)
0

五
三
パ
ー
セ
ン
ト
)
で
あ
る
。

か
ら
だ
の
健
康
さ

を
あ
ら
わ

に
見
せ
る
肌
色
と
言
え
よ
う
。

上
位
緩
斜
地

(
大
川
嶺
台
地
・

姫
鶴
平

・
姫
草
平

・

五
段
高
原
等
)
の
特
別
地
以
外
は
、
集
落
が
生
れ
育
つ
恰
好
の
土
地
で
あ
ろ
う
。
わ
が
村
の
三

一
集
落
の
傾
斜
度
を
見
ょ
う
。
大
字
柳
井
川
l

立
野
二

一
度

・
松
木
大
窪
谷
一

八
度

・
川
前

二
二
度

・
永
野
一
四
度

・
高
地
二
二
度

・
百
が
市
三
九
度

・
奈
良
薮
二
四
度

・
落
出

(役
場

地
区
三
三
度

・
セ
ン
タ
ー
地
区
三
三
度

・
広
瀬
地
区
二
九
度
)、
鉢
(
磯
が
成
ど

一六
度

・
稲
村
二
六

度
)
。
大
字
西
谷

l
郷
角
二
四
度

・
本
谷
二
二
度

・
小
村
二
一

度

・
名
荷
下
三

O
度

・
名
荷

上
二
九
度

・
古
味
二
六
度

・
横
野
二
六
度

・
川
口
二
九
度

・
高
野
三
五
度

・
大
成
二
七
度

・

八
度

・
菅
行
二
九
度。

大
字
中
津
|山
石
川
二
七
度

・
中
田

i
窪
田
1
西
村
一
八
度

・
休
場

一
四

1

セ
ン
ト
、

八
度
以
上
一
五
度
未
満
が
四

・
六
八
平
方
キ

ロ
で
三
・

六
九
パ
ー
セ
ン

ト、

三
度
以
上
八
度
未
満
が

0
・
九
七
平
方
キ
ロ
で

o

二

O
度
未
満
の
傾
斜
地
は

一
五
度
以
上
二

O
度
未
満
が

二
了
五
八
平
方
キ
ロ
で
九
・
九
二
パ

0
・
七
六
パ

ー
セ
ン

ト

(姫
鶴
平
の
極
緩
斜
面
)
で
あ
る。

次
に
標
高
を
い
く
つ

か
に
区
分
し
て
み
る
。
県
境
の
面
河
川
底
を
二
四

0
メ
ー
ト

ル
と
し
て
、
最
低
の

ラ
ン

ク
を
標
高
二

O
O
メ
l
ト

ル
以
上
四

0
0
メ
ー
ト

ル
未
満
と
す
る。

こ
の
ラ
ン
ク
は
、
仁
淀
川
全
流
と
黒
川
八
釜
渓
迄
の
両
岸
を
含
む
。
旭
・
川
之
内
は
じ
め
中
津



は
ほ
と
ん
ど
、

落
出
・

磯
が
成

・
川
前
の

一
部
な
ど
の
集
落
は

こ
の
区
域
に
入
る
。
広
さ
六

・
九
四
平
方
キ

ロ
で
、
柳
谷
全
域
の
五
・
四

七
パ
ー
セ
ン
ト

に
当
る
。
次
の
四

0
0
メ
ー
ト
ル
以
上
六

0
0
メ
ー
ト
ル
未
満
の
ラ
ン
ク
で
は
、
黒
川
は
横
野
ま
で
遡
る
。
前
の
ラ
ン
ク

以
外
の
集
落
は
大
部
分
之
に
入
る
。
広
さ

二
ニ
・
四
四
平
方
キ
ロ

、
比
率

一
0
・
六
で
あ
る
。
第
三
の
ラ

ン
ク
六

0
0
メ
ー
ト
ル
以
上
八

0
0
メ
ー
ト
ル
未
満
の
区
域
に
な
る
と
、
黒
川
の
数
多
の
支
流
も
そ
の
中
流
に
及
び
、
残
る
集
落
も
み
な
含
ま
れ
る
。

広
さ
二
五
・
八
七

平
方
キ
ロ
、
比
率
二

0
・
四
パ

ー
セ
ン

ト
を
占
め
る
。

つ
ぎ
の
八

0
0
メ
ー
ト
ル
以
上
一

0
0
0
メ
ー
ト
ル
未
満
の
区
分
は
、
三
極
植
栽

最
盛
期
に
は
、
大
き
い
は
た
ら
き
を
現
わ
し
た
区
域
と
思
わ
れ
、
面
積
三
七
平
方
キ
ロ
、
村
全
域
の
三
分
の

一
に
近
い
二
九
・
一
八
パ

l

セ
ン
ト
で
あ
る
。

一
0
0
0
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
二
五

0
メ
ー
ト

ル
未
満
と
な
る
と
、

上
位
緩
斜
面
も
包
含
さ
れ
、

今
日
の
林
地
造
成

に
、
華
々

し
い
増
反
貢
献
し
た
区
域
と
見
ら
れ
、
三
四
・
六
八
平
方
キ
ロ
、
二
七
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト

の
数
値
を
示
し
て
い

る
。
頂
上
部

に
迫
る
一
二
五

0
メ
ー
ト
ル
以
上
一
五

0
0
メ
ー
ト
ル
未
満
の
区
分
は
、
八
・
三
平
方
キ
ロ
で
六
・
五
四
パ
ー
セ

ン
ト
。
頂
上
部
一
五

O

傾斜度150以上200未満分布図第 9図

第
四
章

大
い
な
る
柳
谷
地
塊 。 5km

」ーームーームー-'--'--'

傾斜度 30以上150未満分布図第10図

標高200m~400m 区分図

。 pm

第11図

一
五



第 15図標高1000m~1250m区分図

/ 

o 5 km 

第 16図標高1250m~1500m区分図

第17図標高1500111以上区分図

o 5 km 

第12図標高400m~600m区分図

第
一

一編

自

然

o 5km 

第13図標高600111~800m 区分図

Q 5 km 

第14図標高800m~1000m区分図

一
六

。 5km



0
メ
ー

ト
ル
以
上
山
地
は
、

0
・
五
六
平
方
キ
ロ
で

0
・
四
四
パ

ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

以
上
の
傾
斜
区
分

・
標
高
区
分
か
ら
、
柳
谷
地
塊
の
特
色

(自
然
の
個
性
と
も
思
わ
れ
る
も
の
〉
を
ま
と
め
て
み
る
。

わ
が
国
の
海
岸
地

帯
で
、
海
岸
に
幅
狭
い
平
地
と
、
海
岸
線
に
平
行
し
て
迫
る
断
層
面
が
あ
る
地
域
の
断
面
を
、
ち
ょ
う
ど
逆
転
し
た
傾
斜
体
と
言
え
な
い

だ
ろ
う
か
。
北
条
市
海
岸
の
帯
状
平
地
↓
立
岩
川
↓
高
縄
山
頂

(
九
八
六
メ
ー
ト
ル
)
の
コ

l
ス
に
、

黒
川
の
流
向
が
相
似
し
て
い
る
。

第
四
章

大
い
な
る
柳
谷
地
見

七



第

一
一編

自

然

八

第
五
章

柳
谷
地
塊
(
自
然
)
の
ち
か
ら

第
一
節

岩
石
と
土
壌

土
壌
は
地
塊
を
形
成
し
て
い
る
岩
石
が
、
崩
壊
し
、
分
解
し
て
で
き
た
母
材
に
、
あ
る
生
命
力
が
は
た
ら
い
て
生
じ
た
、
彫
刻
体
の
最

上
部
を
な
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
が
土
と
も
大
地
と
も
呼
ば
れ
る
土
壌
で
あ
る
。
我
々
柳
谷
び
と
と
和
み
合
い
、

あ
か

い
、
生
け
る
証
し
を
通
じ
合
う
、
最
も
親
密
な
相
手
で
あ
る
。

い
の
ち
を
感
応
し
合

土
壌
の
生
成

我
々
の
か
ら
だ
の
皮
府
筋
肉
が
一
様
で
な
い
よ
う
に
、
柳
谷
彫
刻
体
の
回
収
上
部
を
な
し
て
い
る
岩
石
片
、
土
壌
も
一
様

で
は
な
い
。
か
ら
だ
の
皮
肘

・
筋
肉
は
、
体
内

へ
と
り
入
れ
ら
れ
た
諸
々
の
栄
養
要
素
が
、
そ
の
母
材
と
な
っ
て
、
内

臓
諸
器
官
の
秩
序
あ
る
は
た
ら
き
を
経
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
。
岩
片

・
土
境
も
亦
、
山
石
体
か
ら
岩
石
片
へ
崩
壊
(
風
化
)
し
、

そ
し
て
土

壌
母
材
に
崩
分
解
す
る
。

土
援
母
材
は
さ
ら
に

微
生
物
の
着
生
や
植
物
生
成
な
ど
の
助
成
作
用
を
受
け
て、

土
壌
化
作
用
を
進
め
、

「
自
然
土
壌
」
に
転
生
す
る
の
で
あ
る
。
「
断
片

・
偶
然
・
謎
」
と
し
て

無
関
心
の
測
に
葬
り
去
り
が
ち
の

こ
の
一
過
程
に
も
、

な
る

べ
く
し
て
成
る
自
然
の
は
た
ら
き
の
秩
序
が
伺
が
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
一

は
粒
子
の
大
い
さ
に
よ
る
。
直
径
二
ミ

リ
以
上
を
際
、
二
ミ

リ
以
下

0
・
一
ミ
リ
以
上
を
組
砂
、

0
・
一
ミ
リ

土
壌
の
分
類

以
下

0
・
0
二
五
ミ
リ
ま
で
を
細
砂
、

0
・
0
二
五
ミ

リ
以
下

0
・
0
一ミ

リ
ま
で
を
微
砂、

そ
し
て

0
・
0
一
ミ
リ

以
下
を
粘
土
と
呼
ぶ
。
そ
の
こ
は
、
粘
土
の
含
量
に
よ
る
。



黒ポク土壌分布図

。 pm

淡黄色黒ポク土壌分布図

o 5 km 
」ーームー--'--'-ー'__J

褐色森林土壌分布図

第19図

壌
土
、
二
五
以
下
士
了
五
パ
ー
セ
ン

ト
ま
で
を
砂
壌
土
、

第18図
粘
土
五

O
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
を
植
土
、

第20図

五

O
以
下
三
七

・
五
パ
ー
セ
ン

ト
ま
で
を
植
壌
土
、
三
七

・
五
以
下
二
五
パ
ー
セ
ン

ト
ま
で
を

一
一
了
五
パ
ー
セ
ン

ト
以
下
を
砂
土
と
名
づ
け
る。

黒
ボ
ク
土
壌
!
主
要
稜
線
上
の
緩
斜
地
や

土
壌
の
分
布

わ
が
村
の
土
壌
を
六
分
類
し
、
夫
々
の
分
布
状
態
を
区
分
図
示
す
る
。

ω

く
ぼ
地
に
分
布
し
て
い
る
。

火
山
灰
を
母
材
と
す
る
土
壌
で
、
黒
色
の

A
層
は
腐
植
に
富
み
、
二
五
セ
ン
チ
以
上
あ
る
O

B
層
と
の
境
は
比
較
的
判
然
と
し
て
い
る
が
、
木
材
の
成
長
は
よ
い
。
四
国
カ
ル

ス
卜
高
原
に
分
布
し
て
い
る
。
広
さ
一
九

・
五
八
平
方

キ
ロ
、
全
面
積
比

一
五

・
四
四
パ

ー
セ
ン

ト
で
あ
る
。

ω
淡
黄
色
黒
ボ
ク
土
壌
|
主
要
稜
線
上
の
緩
斜
地

・
く
ぼ
地
に
分
布
し
、

A
ハ
B
)

C
断
面
を
も
っ
土
壌
で
、
火
山
灰
を
母
材
と
し
て

い
る
。
黒
色
又
は
黒
褐
色
の

A
層
は
、
一
五
セ
ン
チ
な
い
し
二
五
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
で
比
較

的
浅
く
、
明
黄
褐
又
は
灰
褐
の

B
層
と
の
境
は
、
明
瞭
で
あ
る

o
p
H
は
中
性
に
近
い
が
、
置
換
酸
度
は
大
き
く
、
置
換
石
灰
量
は
ご
く

小
さ
い
。
林
木
の
成
長

一
般
に
よ
く
な
い
。
中
津
圏
域
小
松
谷
上
流
右
岸
と
、
明
野
野
谷
上
流
に
挟
ま
れ
た
八
五
六
メ
ー

ト
ル
稜
線
中
心

第
五
章

柳
谷
地
塊

(自
然
)
の
ち
か
ら

九



第
一
編

自

然、

に
分
布
す
る
。
広
さ
一

・
二
八
平
方
キ
ロ
(
一

・
O
パ
ー
セ
ン

ト
)
で
あ
る
。

ω

二
O

褐
色
森
林
土
壌

l
斜
面
の
下
部
や
緩
斜
地
等
、
適
潤
な
水

面
積
七
三

・
六
八
平
方
キ
ロ
(
全
村
の

腐
摘
に
富
ん
だ
膨
軟
な
厚
い

A
層
か
ら

B
層
に
漸
変
し
て
い
る
。

半
ば
以
上
五
八

・
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
)
で
あ
る
。

ω

分
を
も
っ
牒
境
下

に
分
布
し
、

し
た
尾
根
筋
に
分
布
す
る
。

ω

乾
性
褐
色
森
林
土
壌
1

標
高
三

0
0
メ
ー
ト

ル
以
上
の
主
要
稜
線
及
び
こ
れ
か
ら
派
生

中
津
山
山
塊
|
一
三
六
六
メ
ー
ト
ル

頂
よ
り
、

七
五

0
メ
ー
ト
ル

頂
及
び
七
四
八
メ
ー

ト
ル

頂
へ
か
け
て
。
例

仁
淀

村
と
村
境
脊
梁
一

O
四
九
・
五
メ
ー
ト
ル
頂
中
心
と
し
て
。
付

正
木
が
森
頂
よ
ね
ソ
一
三
三
六
メ
ー
ト
ル
頂
へ

、
更
に
八
八
八
メ
ー
ト
ル

頂
(
高
地
)
及
び
一

二
四

0
メ
ー
ト

ル
頂
へ

、
後
者
は
更
に
、
八

0
0メ
ー
ト

ル
頂
(
小
黒
川
)
と
九
一
四

メ
ー
ト
ル
頂
(
古
味
)
へ
。
仲
丸
石
山
頂
よ
り
、
二
二
二
メ

l
卜

水
な
し
山
南
西

二
三
ハ

0
メ
ー
ト
ル

頂
よ
り
、
南
東
に
延
び
て
滝
野

へ
口
付

ル
頂
へ

、
更
に
一

O
三
九
メ
ー
ト
ル
頂
(
中
久
保
〉
へ
。

的

り
北
東

・
東

・
西
方
へ

脊
訟
を
追
っ
て
。

ω
美
川
村
境
脊
梁
中
、

(
永
野
〉
へ

、
東
下
し
て
七
五
六
メ
ー
ト
ル
頂
(
立
野
〉
へ
。

A
層
の
発
達
は
よ
わ
く
て
浅
く
、

乾性褐色森林土壌分布図第21図

水
な
し
山
頂
よ

一
四
九
一
メ
ー
ト
ル

頂
よ
り
大
成

へ
、
一
一
一
一
九

一
メ
ー
ト
ル
頂
よ
り
七
八
七
メ
ー
ト
ル

こ
の
土
壌
の

湿性褐色森林土壌分布図第22図

o 5km 

B
層
は
腐
植
乏
し
い
か
含
ま
な
い
。

岩屑性土壌分布図

o 5km 

第23図



広
さ
二
七

・
四
四
平
方
キ

ロ
つ

二
・

六
回
パ
ー
セ
ン

ト〉
で
あ
る
。

ω

水
分
が
集
っ
て
く
る
と
こ
ろ
に
分
布
し
て
い
る
。

A
層
は
黒
褐
色
、
暗
褐
色
で
腐
植
に
と
み
、
褐
灰
色
の
B
層
に
漸
変
し
て

い
る
。
高
野

湿
性
褐
色
森
林
土
壌
1

斜
面
下
部
や
谷
底

・
谷
間
の
緩
斜
地
な
ど
、

の
向
か
い
の
斜
面
(
九
O
六
メ

ー
ト

ル
頂
と一

O
O六
メ

ー
ト

ル
頂
を
含
め
る
斜
面
)
と
、

中
久
保
川
左
岸
、
郡
境
に
一
部
含
ま
れ
、
西
方
碁
石
が

森
附
近

へ
延
び
る
。

こ
の
土
嬢
広
さ
一

・
二
八
平
方
キ
ロ
(
一・

O
O
パ
ー
セ
ン

ト
)
で
あ
る
。

川開

森
林
限
界
以
上
に
分
布
し
、

岩
屑
土
|
岩
屑
性
土
壌
|
主
と
し
て

し
て
い
る
。

小
黒
川
上
流
地
域
で
、

A
倒
C
断
面
を
も

っ
土
壌
で
、
暗
褐
色
の
A
層
は
あ
ま
り
発
達
せ
ず
浅
い
。

Aー

B
層
ま
た
は

B
層
に
漸
変

つ
ぎ
の

一
連
の
頂
点
を
結
ん
で
固
ま
れ
た
地
域
に
分
布
し
て

い
る
。
ー

一
三
三
六
メ

ー
ト
ル
頂
↓
一
三

五
回

・
一
メ
ー
ト

ル
頂
↓

二

二

0
メ
ー
ト

ル
頂
↓
九
九

0
メ
ー
ト
ル
頂
↓
八
五

0
メ
ー
ト

ル
頂
↓
六
五

0
メ
ー
ト

ル
頂
↓
五
O
六
メ

ー
ト
ル
頂
↓
六
五

0
メ
ー
ト
ル
頂
↓

一
二
二
0
メ
ー
ト
ル
頂
↓

一
二
O
三
メ
ー
ト

ル
頂
↓
一
三
三
六

メ
ー
ト
ル
頂
へ
復
結
。

こ
の
面
積
三

・
五
三
平
方
キ
ロ

(
二
・
七
八

パ
ー
セ
ン

ト〉

で
あ
る
。

土地等級分布図第24図

第
五
章

柳
谷
地
塊

(自
然
〉
の
ち
か
ら チャー卜分布図第25図

。I ， ， t~ km 

砂岩粘板岩互層分布図

o 5 km 

第26図



第
一
一
編

然

自

石炭岩分布図第27図玄武岩質凝灰岩分布図第28図

土
援
の
生
産
力
可
能
性
は
、
極
く
概
略
に
等
級
分
け
さ
れ
る
。

一
等
地

土
壌
の
生
産
力

可

能

性

区

分

か
ら
四
等
地
ま
で
四
等
級
区
分
さ
れ
て
い
る
。

一
等
地
に
は
、
湿
性
褐

色
森
林
地
土
壌
が
組
み
込
ま
れ
る
。
二
等
地
は
、
黒
ボ
ク
土
嬢
及
び
褐

色
森
林
土
壌
が
組
込
ま
れ
、
そ
の
面
積
九
三

・
二
六
平
方
キ
ロ

(
七
三
・
五
五パ

ー
セ
ン
ト
)

で
あ
る
。

三
等
地
は
乾
性
褐
色
森
林
土
壌
と、

淡
黄
色
黒
ボ
ク
土
嬢
が
組
み
込
ま
れ
る
。
広

さ
二
八

・
七
二
平
方
キ
ロ
(
二
二

・
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
)
で
あ
る
。
四
等
地
は
岩
屑
性
土
壌
が

こ
れ
に
組
み
込
ま
れ
る
。

岩
石
は

そ
の
大
き
さ
に
よ
り
、
岩
体
と
岩
片
に
二
分
類
す
る
。
い
ず
れ

岩
石
の
大
要

も
性
質
に
つ
い
て
は
、
そ
の
硬
度
に
よ
り
、
風
化
の
状
態
に
つ
い
て
は
、

そ
の
風
化
殻
の
深
度
に
よ
っ
て
分
類
す
る
。
岩
体
の
硬
度
は
、

一
秒
間
の
弾
性

波

伝

播

速

。lpm 

一
平
方
セ
ン
チ
に
お
け
る
対
圧
強
度
で
格
付
け
す
る
。
わ
が
柳
谷
彫

刻
体
の
岩
体
の
硬
度
は
.
秒
間
三

・
0
キ
ロ

以
上
を
示
し
て
@
に
、
岩
片
の
硬
度
は
、
一
平

方
セ
ン
チ
に
お
い
て
、
四

0
0キ
ロ
以
上
を
示
し
て
@
に
格
付
け
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
風
化
の

状
態
は
、
中
津
山
々
塊
の
頂
上
に
続
く
上
部
地
域
の
中
程
度
の
ほ
か
は
、
彫
刻
体
の
全
域
に

及
ん
で
浅
い
風
化
殻
を
示
し
て
い
る
。

度
、
岩
片
の
硬
度
は
、

つ
ぎ
に
、
表
層
地
質
の
分
布
状
態
を
見
ょ
う
。
柳
谷
彫
刻
体
の
表
層
地
質
は
、
略
七
種
類

の
岩
石
層
で
で
き
て
い
る
。

ω
砂
岩
粘
板
岩
互
層
は
、

砂
岩
は
灰
色
か
灰
白
色
を

呈

し、

長
石
質
ア
レ
ナ
イ
ト
及
び
長
石
質
ワ
ッ
ケ
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
粘
板
岩
は
、
時
灰



黒色千板岩分布図

色
か
暗
緑
暗
緑
灰
色
を
呈
し
、

ち
密
で
あ
る
。

ω
玄
武
岩
質
凝
灰
岩
・
玄
武
岩
!
砂
岩

・

第29図

0. 白 目 ~ km 

泥
岩
互
層
部
に
小
規
模
に
分
布
し
て
お
り
、

円
べ
U

ち
密
な
玄
武
岩
を
主
と
す
る
。

暗
緑
黒
色
で
、

チ
ャ

ー
ト

は
白
色
乃
至
雑
色
で
、
種
々
の
色
を
呈
す
る
。
厚
さ
数
セ
ン
チ
単
位
の
泥
質

か
、
緑
泥
石
質
の
薄
層
を
は
さ
ん
で
い
る
も
の
や
、
無
層
理
ま
た
は
層
理
が
あ
っ
て
、
網
状

膜
石
英
を
伴
う
塊
状
の
も
の
な
ど
が
あ
る
。
本
岩
中
に
は
放
散
虫
や
コ

ノ
ド
ン
ト
の
化
石
を

産
す
る
。
主
に
古
世
代
の
も
の
で
あ
っ
て
、
三
畳
紀
の
も
の
も
あ
る
。

マ
ン
ガ
ン
鉱
床
の
主

要
な
母
岩
と
な
る
。

ω
黒
色
千
板
岩

泥
質
岩
が
源
岩
で
あ
り
、
黒
色
か
黒
灰
色
を
呈
す

る
。
緑
色
千
板
岩
と
互
層
す
る
場
合
も
認
め
ら
れ
る
。
分
結
石
英
脈
の
認
め
ら
れ
る
部
分
も

あ
る
。
川
W

石
灰
岩
l

一
般
的
に
は
淡
灰
色
か
黒
灰
色
を
呈
し
、

ち
密
で
塊
状
で
あ
る
。

ω
時
質
千
板
岩
は
チ
ャ

ー
ト
を
源
岩
と
す
る
岩
石
で
あ
る
。
泥
質

・
凝
灰
質
源
の
薄
層
を
は
さ
み
、
板
状
を
呈
す
る
も
の
や
沈
状
の
も

の
が
認
め
ら
れ
る
。
州
W

崖
堆
性
堆
積
物
は
崖
堆
の
他
に
、

土
石
流
や
地
す
ベ
り
等
の
山
麓
堆
積
物
を
ひ
っ
く
る
め
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
節

河
川
・
谷
沢

柳
谷
地
塊
の
上
層
部
を
つ
く
る
岩
石

・
土
壌
層
に
ひ
ろ
が
っ
て
、
河
川
・
谷
沢
、
が
流
動
す
る
。
さ
な
が
ら
我
々
の
か
ら
だ

の
皮
下
筋

肉
層
に
わ
た
っ
て
、
大
小
の
血
管
が
網
の
自
の
よ
う
に
張
り
充
ち
て
い
る
の
と
似
て
い
る
。
た
に
(
谷

・
渓
)
は
、
水
が

「
垂
れ
る
」
さ
ま

か
ら
、
さ
わ
(
沢
〉
は
、
「
水
騒
ぐ
」

行
為
か
ら
、

か
わ

(
河
・
川
〉
は
、
「
が
わ
が
わ
」
と
水
が
鳴
り
響
く
音
な
ひ
か
ら
、
な
が
れ
る
は
、

「長
い
」
の
知
覚
を
、
存
命
(
な
が
ら
う
)
↓
生
存
と
意
味
づ
け
て
、
河
川
・

谷
沢
と
の
融
合
し
和
解
し
合
う
経
験
の
す
べ
て
を
、
固
定
し
象

第
五
章

柳
谷
地
塊
(
自
然
)
の
ち
か
ら



第
一
編

自

然

徴
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
た
に

・
さ
わ

・
か
わ
が
、

な
が
れ
る
と
感
ず
る
に
至
っ
て
、

そ
の
真
実
味
を
深
め
る
。

二
四

い
の
ち
の
い
と
な
み
の
実
感
は
、

い
よ
い
よ

し
い
秩
序
の
も
と
に
現
わ
れ
る
。

一
見
断
片
で
、
気
ま
ぐ
れ
で
全
く
の
偶
然
を
思
わ
せ
な
が
ら
、

事
突
き
び

谷
川
系
統
の
大
要

個
々
の
谷
川
が
流
動
す
る
す
が
た
は
、

o

中
津
山
塊
系
統
の
谷
川
は
、
稲
村
谷

・
鉢
谷

・
大
谷

川
・

上

場

谷

・
小
松

谷

・
タ
ン
ノ
コ
谷
と
並
ん
で
、
秩
序
正
し
く
仁
淀
川
へ
、
o

こ
れ
ら
に
対
向
す
る
、
栃
谷
川
・

高
地
休
場
谷

・
夜
鳴
川
・

エ
リ
マ
ル
谷

も
、
そ
れ
ぞ
れ
中
津
山
塊
系
統
の
谷
々
に
相
対
面
し
て
、
仁
符
川
に
合
流
す
る
。
地
塊
の
動
脈
で
あ
る
黒
川
系
統
は
す
べ
て
、
四
国
カ
ル

ス
ト
準
平
原
か
ら
の
血
脈
を
秩
序
正
し
く
受
継
い
で
、
た
く
さ
ん
の
支
流

・
校
沢
を
和
合
し
て
、
龍
宮
(
門
)
に
仁
淀
川

の
出
迎
え
を
受

け
る
か
の
よ
う
に
、
合
流
し
て

い
る。

珪質千枚岩分布図第30図

崖堆性推積物分布図第31図

o 5km 

地すべり防止指定地域図第32図

o 5 km 
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谷
川
の
断
面

柳
谷
地
塊
の
上
部
層
を
流
動
す
る
谷
川
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
上
層
部
の
傾
斜
柏
に
応
じ
て
、
瀬
と
な
り
渕
を
な
し
て

流
転
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
相
の
ち
が
い
が
、
そ
の
は
た
ち
ぎ
の
違
い
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
柳
谷
び
と
と

の
和
解
の
す
が
た
を
創
り
出
し
て
ゆ
く
。
柳
谷
地
塊
の
谷
・
沢
の
流
動
緩
急
を
示
す
地
塊
断
面
に
つ
い
て
、
次
の
方
形
と
対
応
し
て
考
え

て
み
ょ
う
。
方
形
は
両
辺
二
・
四
キ
ロ
、
一
・
八
キ
ロ
、
面
積
四
・
三
二
平
方
キ
ロ
で
あ
る
。
そ
の
一
、
起
伏
量
図
、
ラ
ン
ク
を
一
〇
区

分
に
し
、
方
形
内
の
最
高
点
と
最
低
点
の
標
高
(
メ
ー
ト
ル
)
差
に
ょ
っ
て
区
分
す
る
。
○
-
○
̃
五
未
満
、
一
-
五
̃
一
〇
未
満
、
二
-

第33図 谷川系統図

第34図 起伏量図
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第3う図 標高最低点数値図
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自

然

美 川 

村 ●〇一l〇、● 

540 

小 
iOOO 

● ●-●" 
440 二千\ 

高 740 420 ’2 

740 600 450 
190 

● iO 

町 ‾●‾重 荷 町 ○○● 

ノー ′650 

600 470 
350 

260 

Iγ 
音

240 

590 
5 0 

4 0 
600 諦 

〉720 

50 40 6 0 88/ 570 知 

・悲.撃し、690 

820

ィ50 

ヽ.′′‾〇一 

二
八

一
〇
̃
一
五
未
満
、
三
-
一
五
̃
二
〇
未
満
、
四
-
二
〇
̃
三
〇
未
満
、
五
1
三
〇

̃
四
〇
未
満
、
六
-
四
〇
̃
六
〇
未
満
、
七
-
六
〇
̃
八
〇
未
満
、
八
-
八
〇
̃
一

〇
〇
未
満
、
九
-
一
〇
〇
以
上
と
す
る
。
柳
谷
彫
刻
体
は
五
̃
八
の
四
ラ
ン
ク
で
あ

る
。
四
つ
の
ラ
ン
ク
に
占
め
る
比
率
は
、
五
-
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
六
-
二
四
・
三

パ
ー
セ
ン
ト
、
七
-
五
六
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
八
-
一
六
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

七
̃
八
合
わ
せ
て
、
全
域
の
四
分
の
三
近
く
を
占
め
る
急
傾
斜
で
あ
る
。
四
国
カ

ル
ス
ト
準
平
原
が
、
ほ
と
ん
ど
五
̃
六
で
あ
る
こ
と
は
、
著
し
い
特
徴
で
あ
る
。

八
の
ラ
ン
ク
は
、
中
津
山
々
塊
・
横
谷
山
塊
。
名
荷
川
奥
部
面
斜
面
で
、
中
久
保

川
面
斜
面
が
、
大
野
が
原
の
地
続
き
で
、
互
の
格
づ
げ
で
、
「
成
程
」
と
楽
し
い
。

そ
の
二
、
標
高
最
低
点
数
値
図
、
隣
り
合
っ
て
い
る
方
形
内
の
、
最
低
点
数
値
の
ひ

き
較
べ
、
区
画
内
谷
沢
の
実
相
と
結
び
つ
け
、
い
ろ
い
ろ
の
意
味
づ
げ
を
試
み
る

の
も
興
味
深
い
。
地
塊
の
北
西
部
の
方
形
(
最
低
点
一
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
)
内
の
最

高
点
は
、
笠
取
山
頂
一
五
六
二
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
山
頂
三
角
点
に
生
ま
れ
た
一

滴
の
水
、
東
端
の
方
形
(
最
低
点
一
七
〇
メ
ー
ト
ル
)
内
の
県
境
川
底
に
着
く
水
の
旅
。
そ
の
旅
程
、
約
二
九
キ
ロ
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
。
こ

の
旅
日
記
、
村
内
小
中
学
生
の
誰
か
の
手
に
ょ
っ
て
、
も
の
に
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
、
わ
が
村
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
。
そ
の

三

谷
密
度
図
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
形
の
各
辺
を
き
っ
て
流
入
・
流
出
す
る
谷
沢
の
実
数
を
以
て
、
谷
の
密
度
と
す
る
。
二
〇
か
ら
三
五
̃

六
に
及
ぶ
実
数
値
ば
か
り
を
示
す
の
は
、
柳
谷
地
形
の
壮
年
期
を
物
語
る
。
か
ね
が
ね
、
村
道
中
津
線
を
進
ん
で
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
地
点

か
ら
、
夜
鴨
川
の
流
向
を
遡
っ
て
そ
の
源
を
見
通
す
と
、
東
西
か
ら
交
互
に
、
こ
の
谷
に
駈
け
入
る
稜
線
の
稿
密
さ
に
気
を
留
め
て
い
た



第36図 谷密度図
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が
、
今
成
程
と
納
得
で
き
た
。
県
境
の
断
層
線
に
沿
う
脊
梁
が
、
こ
の
高
密
度
を

っ
く
り
出
し
て
い
る
。
黒
川
本
流
に
沿
っ
て
、
二
二
・
二
三
の
低
い
数
が
連
続
し

て
い
る
方
形
内
に
、
郷
角
・
本
谷
・
小
村
・
大
成
・
名
荷
・
古
味
な
ど
の
集
落
が

含
ま
れ
る
。
谷
密
度
の
低
い
地
域
に
、
郷
が
生
れ
、
郷
が
育
っ
た
こ
と
が
聴
か
れ

る
よ
う
で
、
土
地
え
ら
び
の
配
慮
が
偲
ば
れ
る
。

第
三
節

気
象
現
象

柳
谷
地
塊
は
、
果
て
し
な
く
ひ
ろ
が
る
大
気
中
に
生
ま
れ
、
そ
し
て
息
づ
き
つ

つ
け
る
。
地
塊
の
上
層
部
を
通
し
て
、
大
気
を
体
内
に
摂
り
入
れ
て
体
を
養
う
。

そ
の
活
動
が
も
た
ら
し
た
不
要
な
廃
物
は
、
大
気
に
送
り
返
し
て
、
そ
の
浄
化
を

託
す
る
。
こ
の
代
謝
の
い
と
な
み
を
我
々
は
呼
吸
作
用
と
名
づ
け
、
柳
谷
地
塊
は

「
気
象
現
象
」
と
呼
ぶ
。

複
雑
多
様
な
気
象
現
象

我
々
の
呼
吸
作
用
は
、
略
一
定
し
た
リ
ズ
ム
で
、
ほ
と
ん
ど
無
知
覚
に
運
ば
れ
る
。
極
め
て
静
穏
な
活
動
で

あ
る
。
し
か
し
柳
谷
地
塊
の
気
象
現
象
は
、
構
造
と
機
能
が
大
き
く
、
一
二
六
一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
全
地
肌

面
に
亘
っ
て
の
活
動
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
現
象
は
複
雑
多
様
で
あ
っ
て
、
大
気
の
い
の
ち
の
い
と
な
み
は
力
動
的
で
あ
る
。
㈲

お
天
気

伺
い
か
ら
台
風
の
驚
き
迄
ひ
ろ
が
り
、
天
気
・
天
候
・
気
候
・
気
象
な
ど
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
異
変
と
呼
び
方
は
さ
ま
ざ
ま
。
㈲

陽

光
・
雲
・
風
・
雨
・
雷
・
霧
・
霞
・
霧
・
霜
・
雪
・
電
・
霞
・
龍
巻
・
台
風
と
、
千
変
万
化
し
て
現
わ
れ
る
。
㈹

そ
れ
ら
の
す
が
た

第
五
章

柳
谷
地
塊
(
自
然
)

の
ち
か
ら
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〈松山地方気象台〉

;誌 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 司王t~J

119時の気温℃ 1.5 2.4 6.4 13.2 17.7 20.6 24.9 25.9 22.0 14.9 8.5 3.7 13.5'C 

|最高気温℃ 7.5 9.1 13.0 19.1 23.2 25.9 30.2 28.6 27.3 21.9 16.8 10.3 19.4'C 

最低気温℃ -1.4 -0.3 1.7 7.3 11.3 15.6 20.1 19.2 17.3 10.4 4.8 0.4 8.8'C 

最平均高気.1温lt℃低 2.7 3.7 7.1 13.3 17.4 20.5 25.0 25.8 22.3 16.2 10.6 5.3 14.8'C 

i!J't<高気温
1969 1960 1869 1967 1953 1953 1953 1954 1953 1953 1953 1953 
(44) (35) (44) (42) (28) (28) (2827 ) (292) 3 (28) (28) (28) (28) 

1-27 2-26 3-27 4 -30 5-25 6-16 7-29 8-2~ 9-15 10-31 ]]-28 12ー ]
H五日日 19.3 20.0 23.2 29.0 32.0 25.5 37.5 39.0 37.0 31.0 28.0 24.0 

]959 1968 1962 1962 1957 1969 1952 1 95~ 1965 1969 1955 1967 
i止低気温 (34) (43) (37) (37) (32) (44) (27) (29) (40) (H) (30) (1，2) 

1-20 2-1~ 3-31 4-6 ;'-1.1 6-2 7-5 8-1 9-29 10-30 11-19 12-~6 
阪低日 -10.5 -10.0 -G.9 -3.5 -2.0 G.l 10.2 12.0 5.7 1.5 -R.9 -10.3 

気温観測記録表昭36，....._，昭4510か年間第 2表

。

を
、
気
瓶

・
気
圧
・
湿
度
・
風
向
・
風
力

・
雲
量

・
雨
量

・
積
雪
量
な
ど
、
数
値

で
と
ら
え
る
。

や)

風
害

・
水
害

・
雪
氷
害

・
凍
霜
害

・
冷
害

・
干
害

・
霜
害

※美川観測所(黒Jß~川宮成地区) -~ÐIJ井川川前岡宮地区相当地点。

等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
防
災
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
案
さ
せ
る
。

来
、
暑

・
冷
温

Giす

の
体
感
か
ら
、
健
康

・
建
築

・
太
陽
熱

・
水
資
源

・
生
物

・
文
明

・
農
林
業
経
営

・

電
力
対
策
ま
で

そ
れ
ぞ
れ
の
も
つ
影
響
力
と
、
そ
れ
ぞ
れ
と
の
関
係
は
強
大
で

あ
る
。
真
に
気
象
現
象
は
力
動
性
の
は
た
ら
き
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

日
照
l

気
温

日
照
l

気
温
は
、
す
べ
て
の

い
の
ち
あ
る
も
の
の
発
生
l

持

統
l

成
長
の
み
ち
す
じ
を
支
え
る
第
一
の
要
因
に
考
え
ら

れ

る
。
中
津
山
山
塊

・
四
国
カ
ル
ス
ト
高
原
か
ら
の
、
支
脈
の
走
向

・
標
高
差

・
傾

斜
が
、
陽
あ
た
り
こ
大
き
い
影
響
を
持
つ
。
柳
谷
地
塊
の
北
と
南
の
脊
梁
山
系

・

西
の
高
原
か
ら
東
走
す
る
支
脈
、

」
れ
ら
に
ほ
ぼ
並
行
し
て
東
流
下
す
る
河
川
谷

沢
系
な
ど
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
陽
当
た
り
と
陽
蔭
の
配
置
。
略
、
南
斜
面
の
陽

当
た
り
に
、
集
落
・
水
田
・
常
畑
な
ど
が
分
布
し、

陽
蔭
の
北
斜
面
に
、
保
水

・

好
湿
の
美
林
が
充
ち
て
い
る
。

擦
高
差
に
よ
る
気
瓶
差
も
大
き
い
。
二
五

0
メ
ー
ト
ル

の
旭
と
八

O
O
メ
l
ト

ル
の
中
久
保
と
で

は
、
五

i
六
度
も
、
国
道
三
三
号
線
沿
い

と、

四
国
カ
ル
ス

ト

高
原
と
で
は
一

O
度
以
上
も
違
う
で
あ
ろ
う
。

第

2
表
の
「
気
温
観
測
記
録
l

松
山
地
方
気
象
台
観
測
」
は
、

昭
和
三
六
三

九



六一

〉
年
か
ら
同
四
五
(
一
九
七
O
)
年
ま
で
、

一0
か
年
間
、

観
測
記
録
の
要
録
で
あ
る
。
わ
が
村
の
気
温
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
信
頼
で
き
る
数
値
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

美
川
観
測
所
(
わ
が
村
の
柳
井
川
川
前
地
区
岡
の
宮
地
点
に
相
当
す
る
所
)
の

風
l

気
圧
l

台
風

地
肌
の
標
高
の
高
低
は
、
水
の
流
れ
を
起
し
、
気
温
差
l

気
圧
差
は
、
大
気
の
流
れ
1

風
を
生
ず
る
。
起
伏
の
大

き
い
わ
が
柳
谷
地
塊
で
は
、
峰
す
じ
谷
す
じ
の
聞
の
気
温
差
は
、
時
々
刻
々
高
低
変
化
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

陽当たり陽陰分布図第37図

町
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自
然
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の
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か
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30年間台風の通過度数図
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第
一

一腕

lヨ

然

官
同

~ (/ 
、 ( ー._/C¥

れ
ぞ
れ
の
谷
沢
流
域
で
は
、

い
つ
も
風
が
生
れ
て
流
れ
つ
づ
け
る
。
山
風

・
谷
風
と

呼
ん
で
な
じ
み
合
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
昼
と
夜
、
夏
と
冬
で
そ
の
向
き
を
交
互
に

変
え
、
そ
の
変
わ
り
目
に
、
「凪
ぎ
」
と
い
う
穏
や
か
な
た
ふ
ず
ま
い
を
か
も
し
出

す
。
ま
た
、
中
津
山
山
塊
と
四
国
カ
ル
ス

ト
高
原
を
骨
略
と
す
る
柳
谷
地
塊
は
、
太

平
洋

・
瀬
戸
内
の
海
面
に
相
対
し
て
、
常
に
そ
れ
ら
の
気
温
差
l

気
圧
差
に
、
密
接

な
か
か
わ
り
を
持
ち
つ
、
、
つ
け
る
。
カ
ル
ス
ト
高
原
の
空
に
雨
雲
漂
う
と
、
黒
潮
か
ら

の
霧
さ
め
が
訪
れ
て
、
カ
ル
ス

ト
の
笹
原
を
騒
が
せ
、
大
陸
寒
気
団
が
や
ふ
南
下
を

告
げ
る
と
、
北
か
ら
の
季
節
風
は
、
忽
ち
に
中
津
山
頂
と
カ

ル
ス
ト
高
原
に
清
楚
な

雪
化
粧
を
施
す
。
し
か
し
、

四
季
を
通
じ
て
み
る
と
、
こ
の
地
塊
に
吹
い
て
く
る
風

は
、
北
西
風
と
南
西
風
が
一
ば
ん
多
い
よ
う
で
あ
る
。

一
般
に
、
朝
夕
・

昼
夜

・
季

節
の
風
に
つ
い
て
は
、
我
々
柳
谷
び
と
の
く
ら
し
と
の
か
か
わ
り
に
、
あ
る
調
和
が

保
た
れ
て
い
る
。
し
か
し
我
々
の
予
測
を
超
え
て
、
突
然
の
衝
撃
を
与
え
る
の
は
、

台
風
の
襲
来
で
あ
る
。

前
の
前
期
は
、

年
間
の
台
風
襲
来
の
コ

l
ス
は
、
時
期
に
よ
り
略
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
六
月
以

西
に
偏
し
て
北
西
進
又
は
北
進
し
て
、
中
国
方
面
へ

、

一
O
月
以
降
の
後
期
は
、
小
笠
原
諸
島
以
南
の
洋
上
を
東
進
し
て

る
。
第
お
図
の
「
台
風
の
通
過
度
数
図
」
を
見
る
と
、

洋
上
で
消
滅
す
る
。
と
も
に
我
国
へ
の
上
陸
コ

l

ス
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
中
間
の
七
(
)
九
月
が
、
台
風
の
通
過
又
は
上
陸
コ

l
ス
と
な

わ
が
柳
谷
地
塊
は
、
北
緯
三
二
度
線
や
三
四
度
線

・
東
径

二
二
二
度
線
と
二
ニ
四

そ
れ
ぞ
れ
対
辺
と
す
る
方
形
内
に
位
置
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
方
形
内
は
直
接
的
な
、
周
囲
の
各
方
形
内
は
相
当
程
度
の
影

度
線
を
、



響
を
被
る
も
の
と
読
み
と
る
。
次
に
第
3
表
の

「
台
風
の
上
陸
数
表
」
を
見
ょ
う
。
上
陸
数
年
平
均
三

・
八
度
約
四
度
中

一・

二
度
は
四

国
上
陸
し
た
数
と
見
る
o

わ
が
柳
谷
村
は
、
太
平
洋
側
上
陸
地
点
に
近
い
。

上
陸
し
た
台
風
は
、
洋
上
の
た
く
ま
し
い
勢
力
を
保
持
し
た

ま
t

ム
、
地
塊
の
カ
ル
ス
ト
高
原
に
、
風
雨
の
塊
を
運
ぶ
。

コ
ー
ス
を
西
側

・
東
側
い
ず
れ
に
と
っ
た
に
し
ろ
、
地
塊
に
向
け
る
風
向
が
正

反
対
と
な
る
だ
け
で
、
置
い
て
去
る
風
雨
の
塊
は
同
じ
で
あ
る
。

地
塊
は

一
{
)
二
昼
夜
、
強
烈
風

・
豪
雨
の
演
出
に
曝
さ
れ
る
。

山
肌
・

川
辺
の
い
た
み
、
道
、
橋
の
き
ず
、
村
び
と
が
地
肌
に
托
し
た
「
育
て
も
の
」
の
そ
こ
な
い
等
が
、
台
風
一
過
後
の
日
ざ
し
に
現
わ
さ
れ

る
。
こ
の
大
地
に
定
住
し
て
以
来
、
年
ご
と
繰
返
し
た
柳
谷
び
と
の
心
痛
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
こ

の
災
い
も
ま
た
、

を
蓄
え
て
ゆ
く
手
掛
り
と
も
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

昭和15(1940)より 30年間
同44(1969)まで

台風の日本上陸数表
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一
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あ
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力

台風による森林災害

台風による森林災害



第
一
一
編

然、

自

リ
、
四
国
電
力
K
K
面
河
電
力
区
観
測
定
の
、

四

雲
1

雨
1

雪

標
高
の
大
き
い
山
塊

・
高
原
を
骨
略
と
し
て
い
る
柳
谷
地
塊
の
、
雲
と
の

交
わ
り
は
深
い
。
地
塊
・
高
原
は
雲
が
走
り
、
霧

・
霧
に
包
ま
れ
が
ち
に

栃谷の濁流と仁淀川の出水

な
る
。
雲
は
雨
を
よ
び
、
山
頂
の
冷
気
と
和
し
て
雪
を
と
ど
め
る
。
雲
の
走
り
、
霧

・
露
の

厚
み
で
、
村
郷
の
天
気
を
予
測
す
る
、

ゃ
な
だ
に
び
と
の
生
活
知
恵
は
す
ば
ら
し
い
。

西
南
日
本
の
中
央
構
造
体
で
区
分
さ
れ
て
い
る
四
国
太
平
洋
側
の
高
知
市
、
瀬
戸
内
側
の

松
山
市
、
構
造
線
地
帯
の
わ
が
柳
谷
地
塊
、こ
れ
ら
三
地
点
の
降
水
量
の
比
較
を
試
み
よ
う
。

世
論
は
高
知
市
を
筆
頭
と
考
え
る
。

事
実
は
わ
が
地
塊
を
筆
頭
に
据
え
て
い
る
。
明
治
二
三

(
一
八
九
O
〉
年
か
ら
、
昭
和
六
(
一
九
三
一
)
年
ま
で
四
二
年
間
、
松
山
測
候
所
委
託
の
美

川
観
測
所
は
、
降
水
量
を
毎
年
二

0
0
0ミ
リ
な
い
し
二
五

0
0
ミ
リ
と
記
録
し
て
い
る
。

な
お
最
近
の
も
の
と
し
て
、

昭
和
一

O
(
一
九
三
五
)
年
か
ら
同
四
五
(
一
九
七
O
)
年
ま
で

三
五
年
間
の
降
水
量

(第
4
表
松
山
地
方
気
象
台
観
測
定
降
水
量
記
録
表
〉
年
平
均
二
二
二
二
ミ

別
降
水
量
表
で
は
、
年
平
均
一
二

七

0
・
八
ミ
リ
、
二
四
七
五
・
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
記
録
す
る
。

い
ず
れ
も
先
の
四
二
年
間
の
数
値
に

第
5
表
昭
和
四

O
(一
九
六
五
)
年
か
ら
同
五
七

(
一
九
八
二
〉
年
ま
で
一
八
か
年
間
年
月

合
致
し
て
お
り
、
多
降
水
性
の
信
頼
度
を
た
か
め
て
い
る
。
ま
た
第
6
表
の
霜

・
雪
等
に

つ
い
て
の
記
録
に
よ
っ
て
見
る
と
、
降
水
量
の

多
量
性
に
準
ず
る
多
様
性
を
は
っ
き
り
と
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
諸
観
測
か
ら
、
力
動
的
な
あ
わ
た
だ
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
中
に
あ
っ
て
、

わ
が
柳
谷
地
塊
は
、
穏
や
か
な
息
づ
き
を
つ
寺
つ
け
て

ゃ
ぶ
な
の
群
落
は
、
く
る
年
の
美
粧
を
約
し
て
、

い
る
。
秋
が
深
ま
り
、
牧
場
か
ら
の
牛
共
の
帰
宅
が
終
る
と
、
高
原
は
霧
氷
を
つ
け
、
初
雪
の
淡
化
粧
を
は
じ
め
る
。

そ
し
て
、

つ
つ
ま
し
い
冬
ご
も
り
に
入
る
。
雪
積
る
峰
す
じ

・
谷
す
じ
に
沿

っ
て
延
び
て
ゆ
く
林

さ
っ
き



第 4表昭認証官45 降 水 量 記録 (松山地方気象台)
美 川 観測所

第
五
章
柳
谷
地
塊
(
自
然
)

ぬよ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 メ仁為1、雪n

降水iìl:平均 (m~ 99 96 131 1G9 178 257 285 306 356 151 96 88 2213 

31 31 33 33 35 35 18 10 36 42 27 26 
最大降水量日 (1956) (1956) (1958) (1958) (1960) (1960) (1943) (1935) (1961) (1967) (1952) (1951) 

4 25 22 26 22 28 15 27 4 30 
ーー，ーー』ーー』 ー， ー ー---- ー・ー曲・ー. ーー ーー -ー ーー ・・._- ー---ー， ー・ー ー ー. ーーーーー『 ー・---- -・・・ーー ー・ー・ -- ------ー-----

その量(mm) 68 56 65 75 ~1 130 350 280 385 253 91 63 

の
ち
か
ら

四国電力 KK 面河電力区

観測定記録に拠る

観測定地点面河第一 (0)
黒川第五 (K)

昭和40-57年ノ
第 5表 18か年間 平月別降 水 量 表

五

iN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計

。9 11 4 10 8 14 12 9 9 6 13 16 121 
71.3 33.7 58.4 162.9 248.6 216.4 309.5 283.2 917.8 165.5 118.0 92.0 2，677.3 

40 
K 

10 12 4 9 14 1G 14 7 11 6 14 17 134 
84.6 45.1 60.0 156.5 249.7 222.5 223.5 209.7 738.3 82.6 151.0 118.5 2，342.2 

。12 12 17 21 12 13 8 15 10 D 9 8 151 
87.8 109.0 219.0 261.2 254.1 271.9 291.4 681.1 693.7 17.2 124.8 69.8 3，081.0 

41 
K 

15 10 15 18 11 16 9 16 10 8 9 6 149 
84.9 99.6 234.8 173.4 239.1 289.4 235.6 678.3 724.6 30.7 144.0 63.4 2，997.8 

。10 11 15 18 11 11 15 6 5 10 11 14 137 
82.5 33.3 182.0 404.3 90.0 83.8 251.3 55.9 25.1 157.1 86.7 57.1 1，059.4 

42 
K1141.1 4 

12 14 18 11 11 16 b 4 10 11 10 133 
49.8 194.4 334.7 167.8 58.0 433.3 99.0 86.0 205.0 82.0 59.0 1，885.4 

。11 10 7 8 7 17 17 14 17 11 8 12 139 
60.1 139.3 72.6 60.1 91.6 170.0 394.9 338.5 450.1 45.3 17.0 109.0 1，948.5 

43 
K 

9 10 6 7 7 15 16 12 15 10 6 9 122 
91.2 73.7 116.0 71.0 72.0 202.0 483.0 360.0 383.0 68.0 40.0 120.0 2，079.9 

o I 140<.~ 15 14 14 15 14 15 
183.8 0 

8 9 10 15 160 
108.2 118.9 99.3 84.9 576.6 434.5 27.4 39.8 89.9 80.3 1，983.3 

44 
K 

17 14 14 10 12 13 12 8 B 9 9 14 142 
170.0 130.0 138.4 113.0 80.1 355.0 439.0 2-70.0 47.0 49.0 101.5 88.0 1，981.0 

。5 14 13 1'2 15 21 17 14 14 14 10 8 161 
35.6 473.4 69.7 256.7 191.2 387.0 198.8 558.4 68.4 101.1 83.0 86.2 2，509.5 

45 
K 

3 12 12 16 15 20 15 14 15 15 10 7 154 
36.0 183.0 82.0 306.0 305.0 475.0 209.0 718.0 115.0 188.0 113.0 89.0 2，819.0 

。11 18 11 9 12 18 12 18 11 10 6 14 150 
43.7 65.8 99.8 51.1 226.4 236.2 138.5 1，148.3 98.7 97.3 26.3 149.1 2，381.2 

46 
K 

9 16 9 11 13 18 10 19 13 11 6 14 149 
58.0 95.0 138.0 73.1 271.0 308.0 205.0 1，451.0 146.0 114.0 37.0 93.0 2，989.1 

。15 15 16 12 13 15 19 11 10 13 14 7 160 
149.0 181.3 11l.9 183.1 116.2 480.2 927.9 116.7 447.5 139.6 180.5 103.0 2，136.9 

47 
K 

15 14 15 12 11 14 15 11 11 13 14 10 155 
209.0 227.0 147.0 243.0 833.6 552.0 725.0 125.0 479.0 136.0 213.0 140.0 3，329.6 



ば 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

。12 II 。 13 8 9 I.! 16 15 9 7 11 130 
107.0 69.0 28.0 278.0 233.0 135.0 297.0 558.0 216.0 86.0 77.0 -17.0 2，131.0 

48 
K 15 12 7 13 8 9 11 10 15 9 7 12 J3.! 

140.0 90.0 32.0 304.0 247.0 155.0 303.0 620.0 221.0 107.0 79.0 57.0 2，355.0 

。 10 11 10 10 10 19 12 10 11 7 7 118 
32.0 73.0 73.0 202.0 66.0 187.0 321.0 224.0 439.0 166.0 56.0 71.0 1，910.0 

49 
K 2 8 14 9 10 10 20 12 7 10 8 。 119 

41.5 110.0 85.0 221.0 92.0 216.0 3~8 . 0 188.0 412.0 177.0 74.0 103.0 2.C67.5 

。13 15 4 9 14 17 15 15 15 15 7 18 155 
113.0 49.0 59.0 79.0 56.0 421.0 190.0 713.0 184.0 177.0 84.0 129.0 2，300.0 

50 
K 13 15 4 16 12 16 16 15 16 18 8 21 170 

150.0 95.0 87.0 229.0 76.0 385.0 220.0 758.0 273.0 230.0 112.0 159.0 2，812.0 

。10 8 10 14 1! 15 16 13 12 10 14 11 144 
39.5 169.0 94.0 217.0 226.0 230.0 刊1.0 95.0 801.0 182.0 101.0 85.0 2，640.5 

51 
K 11 10 11 15 13 14 19 12 11 7 11 12 146 

87.0 194.0 120.0 232.0 236.0 274.0 401.0 103.0 798.0 157.0 102.0 97.0 2，801.0 

。7 7 14 14 14 17 6 11 11 5 10 8 124 
46.0 76.0 162.0 168.0 163.0 301.0 35.0 266.0 425.0 90.0 147.0 55.0 1，934.0 

52 
K 8 9 17 14 14 17 3 14 12 7 1，1 8 139 

54.0 93.0 166.0 209.0 237.0 366.0 63.0 313.0 344.0 88.0 169.0 65.0 2，167.0 

。11 16 10 11 8 14 10 12 11 7 8 13 131 
70.0 92.0 70.0 77.0 78.0 204.0 107.0 193.0 121.0 89.0 69.0 166.0 1，336.0 

53 
K 14 17 12 14 9 18 10 9 6 8 D 11 133 

105.0 120.0 103.0 133.0 116.0 307.0 156.0 270.0 113.0 72.0 62.0 75.0 1，632.0 

。12 10 10 10 6 16 13 12 13 9 12 9 128 
99.0 90.0 111.0 201.0 74.0 346.0 146.0 155.0 488.0 208.0 179.0 70.0 2，197.0 

54 
K 11 13 13 13 8 16 11 16 11 5 12 9 138 

134.0 155.0 183.0 219.0 100.0 433.0 161.0 274.0 502.0 299.0 225.0 121.0 2，806.0 

。21 7 ]<! 10 1'1 16 18 21 12 13 6 12 164 
88.0 39.0 H9.0 84.0 296.0 227.0 489.0 451.0 433.0 184.0 38.0 80.0 2，558.0 

55 
K 20 10 14 11 12 18 18 23 12 13 U 16 172 

122.0 64.0 209.0 135.0 282.0 300.0 517.0 574.0 499.0 286.0 70.0 131.0 3，189.0 

。6 9 11 13 10 15 16 13 12 13 12 3 135 
22.0 77.0 93.0 130.0 97.0 205.0 216.0 56.0 13.2 158.0 110.0 30.0 1，207.2 

56 
K 3 11 13 14 11 17 16 14 14 12 12 4 1 ~ 1 

13.0 103.0 172.0 201.0 125.0 261.0 333.0 84.0 16.6 200.0 139.0 30.0 1，677.6 

。II 7 13 10 10 9 17 8 9 5 13 7 119 
38.0 63.0 102.0 77.0 95.0 103.0 459.0 570.0 376.0 38.0 135.0 29.0 2，085.0 

57 
K 14 9 15 10 10 8 20 10 II 4 13 9 

2，63413.3 0 82.0 96.0 181.0 135.0 148.0 83.0 501.0 720.0 423.0 29.0 199.0 37.0 

011，325.3 1，987.0 1，873.3 2，991. 7 2，687.0 4，781.1 5，607.8 6，676.1 6，224.9 2，140.9 1，722.2 1，508.5 39，075.8 

計
K 11，776.6 2，061.2 2，448.8 3，488.7 3，179.3 5，241.9 5，956.4 7，815.0 6，320.5 2，518.3 2，112.5 1，645.9 44，565.1 

月}JIJ
。73.6 110.3 104.0 166.2 149.2 265.6 311.5 370.8 345.8 118.9 95.6 83.8 2，170.8 

平均 K 98.7 114.5 136.0 193.8 176.6 291.2 330.9 434.1 351.1 139.9 117.3 91.4 2，475.8 
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第6表昭10-----昭45 霜 ・雪等観測定記録 松美山川地方観気測象所台35年間

|慣の深さ最大伺霜最早日 初雪最早 日 積雪の最大継続日数

昭38-1 -311 83cm昭39-11-5 昭42-11-21 昭38-1-1-----3 -u 59日
グ 2 -11 75cm霜最晩日 !免 雪最遅 日

昭43-12-8~4451日
グ 2-281 72cm 昭41-4 -20 昭42-3-24 -2ー28

第 7表昭36-----昭4510カミ年平均 天 気 現 象 日 数 松山地方気象台
美 川 観測所

の
ち
か
ら
淵雨 (雪|??ら|霧 問霜 … 14
1 1 12.0 17.5 10. 0 10. 6 11. 8 1 . 10.0 13.4 1 . 1 . 1 5.0 1 16. 9 

3 1 13.8 ~. 4 t.Oト21:3. 6 1 . 10. 2 11. 8・1・17.51 13.71・

4 1 13.6ト110.0 10.1ド81・ Ih8・1. 1 8.5 1 11.91 
5 1 13. 0 10. 0 10. 0 10. 0 10. 4 1・ 210.2 1 . I . 1 7. 9 1 14. 4 I 

7 I 15. 5 10. 0 10. 0 10. 0 14. 8 1・||1701|-l-511| 138| 

9 1 14.3ドo10.0 10.0 17. 1 1 . iO. 910. 0・1・ 5.7112.91 
10 1 10.6トo10.0 10.0ド1.ド110. 1 1 . 1 . 1 9. 1 1 12. 4 1・

9. 7ド3yr||005 ||104lぺ
13. 4 13. 5 10. 0 10. 7 12.6 1 . /0. 1 14. 2 1 . I . 1 7.0 1 14. 5 

% 1 29. 8013. 781 0 10. 4+5. 321ト95川[ 日85130.851 
七
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八

道
の
節
目
は
、
変
わ
っ
て
ゆ
く
地
塊
に
、
あ
す
の
栄
え
を
偲
ば
せ
て
、
安
ら
い
だ
件
い
を
つ
な
つ
け
て
い
く
。

あ
す
を
音
山
識
す
る
い
の
ち
た
ち
に
と
っ
て
、
あ
す
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
関
心
は
、

天
気
予
兆
へ

の
ね
が
い

天
気
で
あ
る
。
あ
す

の
意
義
づ
け
は
あ
す
の
天
気
が
、
夜
明
け
て
迎
え
た
今
日
の
確
か
め
は
、
今
日
の
天
気
が
支
配
す
る
。
人
々

あ
か

は
い
ち
早
く
、
天
気
を
生
き
る
証
し
の
座
に
据
え
た
。
こ

こ
で
、
天
気
の
予
兆
を
知
ろ
う
と
す
る
強
い
ね
が
い
が
芽
生
え
た
。
予
兆
を
知

る
科
学
の
萌
し
は
、
わ
ず
か
三
世
紀
ほ
ど
前
か
ら
で
あ
る
o

予
兆
の
手
掛
り
を
、
生
活
の
知
恵
を
副
作
ぐ
こ
と
に
求
め
る
ほ
か
は
な
い
o

相

手
は
天
気
を
支
配
す
る
具
体
物
へ
の
注
視
で
あ
る
。
雲

・
風

・
大
気
の
冷
温
等
々
。

そ
の
状
態
の
目
撃
と
体
感
、

極
め
て
直
接
そ
の
も

の
。
予
想
と
現
出
の
一
致
不
一
致
の
経
験
を
、
大
切
に
積
み
重
ね
つ
づ
け
た
。
こ
の
真
剣
な
試
み
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
圏
に
お
け
る
、

気
象
予
兆
の
俗
信
但
言
と
な
っ
て
、
そ
の
地
域
の
く
ら
し
の
証
し
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

わ
が
村
に
も
、
天
気
に
つ
い
て
の
俗
信
但
言
は
ず
い
ぶ
ん
た
く
さ
ん
あ
る
。
北
九
州
大
の
民

17 
時
{
昌の百一=

林木の雪害

三八豪雪



俗
研
究
班
が
五
五
ば
か
り

ヒ
ヤ
リ
ン
グ
し
て
く
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
民
俗
文
化
編
に
ゆ
ず
る
。

二
O
O
年
程
前
か
ら
、
気
象
現
象
測
定
器
具
が
ぽ
つ
ぽ
つ
考
案
さ
れ
、
天
気
予
兆
を
知
る
歩
み
が
始
ま
っ
た
。
つ

e

つ
い
て
、
等
圧
線
発
想

か
ら
、
「
天
気
図
」
つ
く
り
が
始
め
ら
れ
、
観
測
々
定
数
値
の
図
表
化
が
進
み
、
「
天
気
予
報
」
と
い
う
行
為
が
、
生
活
情
報
の
世
界
に
大

き
く
活
動
を
開
始
し
た
。
今
日
、
気
象
学
の
学
的
成
長
、
観
測
々
定
技
術
の
跳
躍
的
進
歩

・
気
象
現
象
関
係
機
関
の
整
備

・
情
報
メ
デ
ィ
ア

そ
れ
ら
の
綜
合
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
「
天
気
予
報
」
は
完
全
に
生
活
面
に
大
い
な
る
地
歩
を
確
保
し
た
。
今
後
、
技
術
と
精
度

の
発
達
等
々
、

は
ま
す
ま
す
高
度
化
さ
れ
て
ゆ
き
、
村
び
と
の
気
象
現
象
と
の
和
解
調
通
の
微
笑
が
窺
え
る
の
も
、
さ
し
て
遠
く
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
四
節

「
ひ
ろ
ば
」

ひろばの分布図第40図

第
五
章

柳
谷
地
塊
(
自
然
〉
の
ち
か
ら

と

「
み
ち
」

自
然
は
、
こ
こ
ろ
ひ
ろ
く
大
き
い
。
す
べ
て
の
い
の
ち
が
生
れ
出
で
、

そ
し
て
そ
れ
ら
が

生
き
つ
づ
け
る
こ

と
を
、
大
ら
か
に
認
め
て
い
る
か
ら
。
更
に
そ
れ
ら
の

い
の
ち
に
、
ょ
の

な
か
つ
く
り
(
社
会
化
〉
を
さ
せ
て
い
る
か
ら
。
い
の
ち
と
よ
の
な
か
の
二
つ
は
、
自
然
が
公

閲
す
る
最
も
す
ば
ら
し
い
生
産
物
と
理
解
し
た
い
。

柳
谷
地
塊
(
柳
谷
の
自
然
の
本
体
)
で
は
、

人
々
と
の
出
合
い
が
そ
の
呼
び
込
み
に
始
ま

っ
た
。
そ
し
て
呼
び
入
れ
た
人
々
の
世
の
中
つ
く
り
を
や
ら
せ
て
き
た
。
村
の
夜
明
け
の
郷

び
ら
き
で
あ
る
。
こ
の
郷
び
ら
き
の
い
と
な
み
に
欠
か
せ
な
い
も
の
が
あ
る
。

世
の
中
つ
く

り
に
心
を
通
わ
せ
合
う
手
掛
り
で
あ
る
。
そ
の
手
掛
り
の
役
割
を
担
っ
た
の
は
、
「
ひ
ろ
ば
」

と

「
ひ
ろ
ば
に
通
ず
る
み
ち
」
で
あ
る
。
柳
谷
の
自
然
は
人
々
に
、
こ
の
二
つ
の
手
が
か
り

九
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道路網図第41図電通系統図第42図

四
O 

を
充
し
て
く
れ
た
。
こ
の
二
つ
は
自
然
の
心
の
工
作
物
の
中
で
、
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
と
地

o 5 km 

位
づ
け
し
て
、

ち
か
ら
の
最
先
端
に
置
く
こ
と
を
適
当
と
見
る
。

「
村
政
府
」
は
村
社
会
の
ひ
ろ
ば
で
あ
る
。
村
び
と
が
社
会
活
動
す
る

村
政
府
|
ひ
ろ
ば

心
通
わ
せ
合
う
に

は
、
場
所
と
機
会
が
要
る
。
村
政
府
|
ひ
ろ
ば
は
そ
れ
を
充
た
す
、
場
所
と
機
会
の
は
た
ら

脳
中
枢
で
あ
る
。
呼
び
込
み
せ
ら
れ
た
人
々
が
、

き
を
も
っ
。
す
が
た
は
郷

l
社
会
の
す
が
た
に
応
じ
た
変
り
方
を
見
せ
て
き
た
。
そ
の
移
り

変
り
の
あ
ら
す
じ
を
見
ょ
う
。

ハ
円
六

O
O年
ご
ろ
か
ら
、
群
れ
群
れ
の
ひ
ろ
ば
は
、
「
や
し

ろ
」
「
ほ
こ
ら
」

か
ら
は
じ
ま
る
。
信
仰
を
中
心
と
し
て
、

す
べ
て
の
文
化
化
活
動
を
、

社

会
的
活
動
の
す
が
た
に
拡
充
し
て
発
展
し
て
き
た
。

。
「
む
ら
や
し
ろ
」

を
中
核
と
し、

「
て
ら
や
し
き
」
「
か
み
や
し
き
」
な
ど
が
、

今
日
の
外
局
に
似
た
は
た
ら
き
を
し
て
、

ひ

ろ
ば
の
役
割
を
強
化
し
た。

同
「
お
庄
屋
や
し
き
」
。
社
会
つ
く
り
が
進
み
、
統

一
社
会
が

完
成
し
た
の
で
、

お
庄
屋
や
し
き
に
統
轄
さ
れ
、
「
む
ら
や
し
ろ
」
「
て

ひ
ろ
ば
の
役
割
は
、

ら
や
し
き
」
は
、
助
言
と
協
力
の
は
た
ら
き
を
整
備
し
た
。

制
や
く
ば
、
明
治
五
(一

八
七
二
〉

年
か
ら
戸
長
や
く
ば
、
明
治
二
二
(
一
八
八
九
〉
年
か
ら
村
役
場
と
な
り
、

拡
充
と
整
備
を

重
ね
る
。
今
日
柳
谷
の
自
然
の
脳
神
経
中
枢
と
し
て
、
構
造
と
機
能
を
完
備
す
る
。

情
報
系
|
み
ち

「
情
報
系
」
は
、
村
社
会
の
み
ち
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
郷
び
ら
き
と

同
時
に
、
「
み
ち
」
は
「
ひ
ろ
ば
」
の
整
い
に
伴
っ
て
進
ん
だ
。
「
社
会

つ
く
り
」
は
「
み
ち
つ
く
り
」
を
絶
間
な
い
は
た
ら
き
と
し
て
っ
さ
つ
け
て
ゆ
く
。
今
日
、
「み
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系
は
、
「
有
線
媒
体
」
か
ら
「
大
気
媒
体
」
へ
と
、

ち
」
は
有
形
的
の

「道
路
網
」
と
、

無
形
的
の
「
電
通
系
」
の
二
分
野
と
な
る
。
う
ち
電
通

地
塊
の
「
み
ち
」
は
、
「
地
表
と
大
気
」
い
ず
れ
の
分
野
に
お
い
て
も
、

は
げ
し
い
技
術
進
歩
を
続
け
る
。
柳
谷

時
の
歩
み
に
合
わ

現庁舎になるまでの村役場玄関

せ
た
拡
充
ぶ
り
を
見
せ
て
ゆ
く
(
詳
細
は
第
四
編
第
四
章
ひ
か
り
参
照
)
0

柳
谷
地
塊
(
自
然
〉
の
ち
か
ら

四
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地
肌
の
ち
か
ら

や
や
南
に
傾
い
た
、
平
行
四
辺
形
の
均
整
の
と
れ
た
地
盤
体
。
そ
し
て
整
っ
た
健
や
か
さ
の
地
塊
。
ゃ
な
だ
に
の
自
然
は
、
ゃ
な
だ
に

び
と
の
文
化
化
の
諸
活
動
と
の
、
ひ
ろ
や
か
に
や
わ
ら
ぎ
合
っ
た
か
か
わ
り
合
い
を
、
そ
の
肌
色
に
見
せ
て
来
、
見
せ
て
居
り
、
見
せ
て

行
く
。

第
一
節

ゃ
な
だ
に
び
と
の
文
化
化
活
動
以
前
に
見
せ
て
い
た
地
肌
色

ー
夏
緑
落
(
広
〉
葉
樹
林
の
肌
色

め
る
大
起
伏
山
地
、

こ
れ
ら
を
複
合
し
た
地
肌
の
広
が
り
。

北
緯
三
三
度
台
の
緯
度
、
二
四

0
メ
ー
ト
ル
(県
境
)
か
ら

一
五
六
二
メ

ー
ト

ル
(
笠
取
山
頂
)
に
及
ぶ
標
高
差
、
面
積
の
大
部
分
を
占

ゃ
な
だ
に
び
と
と
か
か
わ
り
の
な
い
時
期
に
、
ひ

」
の
大
地
(
地
肌
)
は

と
を
除
い
た
動
植
物
と
、

ど
ん
な
融
和
の
か
か
わ
り
を
つ
く
り
上
げ
て
、
夏
線
落

(
広
)
葉
樹
林
の
地
肌
色
と
な
っ
た
か
。

そ
し
て
夏
緑

落

(広〉

葉
樹
林
の
地
肌
色
は
、

ゃ
な
だ
に
び
と
の
文
化
化
諸
活
動
が
始
め
ら
れ
る
ま
で
、

そ
の
生
態
美
を
、

ず
い
ぶ
ん
永
く
見
せ
て
い

た
も
の
だ
ろ
う
か
。

植
物
の
群
落

、.B

，，，
T
i
 

(
 
裸
の
地
肌
に
、

は
じ
め
て
苔

・
芝
草

・
雑
草
な
ど
、
小
さ
い
先
駆
植
物
の
群
落
社
会
が
で
き
た
。

コ
ケ
や
シ
パ
類

が
さ
か
え
た
こ
ろ
と
見
ら
れ
る
。

ω
一
年
生
の
丈
の
低
い
草
木
類
が
目
立
ち
、
や
が
て
丈
の
高
い
草
木
類
が
さ
か
え



裸地から相林まで変遷図

土
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。
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刈
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が
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d
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T
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p
qh

.
シ
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第43図た
こ
ろ
と
な
る
。

ω

)e3t1tJlJ 
濯木とマツが生えてきて、芝草、雑草を追い

だす。

マツが成長し、 その下草として樹陰でも芽を
出せる広葉樹の若木が生える。

類
に
代
わ
っ
て
さ
か
え
る
。

高
い
木
が
地
面
の
上
層
を
覆
う
。
ブ

ナ
・
ナ
ラ
・
ク
リ
・
ツ
カ
な
ど
夏
緑
落

(
広
)
葉
樹
が
、
モ
ミ
な

ど
の
常
緑
広
葉
樹
を
交
え
て
、
温
帯
樹
乃
至
亜
寒
帯
漸
移
帯
樹
林
相
を
見
せ
る
。
濯
木

・
草
木

・
蘇
苔
等
は
、
高
い
木
の
下
層
に
適
地
を

選
ん
で
、
夏
緑
落

(
広
)
葉
樹
と
共
生
す
る
群
落
を
な
し
、
ま
た
標
高
差
に
応
じ
、
低
地
か
ら
高
地
に
か
け
て
群
生
す
る
。

水
に
棲
む
微
生
物
を
は
じ
め
、
苔
に
つ
く
虫
、
樹
聞
の

一
す
じ
の
光
を
追
っ
て
と
び
交
う
昆
虫
等
々
。

動
物
た
ち
の
生

植
物
・
動
物

共
生
の
生
態

れ
る
。

第
六
章

物
・
動
物
の
共
々
に
生
き
て
ゆ
く
関
わ
り
な
ど
、

い
立
ち
も
ま
た
、
植
物
に
増
し
て
多
様
多
彩
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
日
の
光
の
受
け
入
れ
、
大
気
と
の
や
り
と
り
、
植

ひ
ろ
や
か
に
な
ご
み
合
っ
た
生
態
の
す
が
た
で
あ
っ
た
も
の
と
想
わ

地
肌
の
ち
か
ら

四
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自

第
二
節

ゃ
な
だ
に
び
と
の
文
化
化
活
動
開
始
以
後
の
地
肌
色
の
移
り
変
り

ー
焼
畑
を
粧
う
地
肌
色

夏
緑
落
(
広
)
葉
樹
林
の
地
肌
に
、
焼
畑
の
粧
い
が
は
じ
め
ら
れ
た
。

伸
び
広
が
っ
て
い
き
、

全
面
夏
緑
落
(
広
〉
葉
樹
林
の
地
肌
は
、

そ
し
て
そ
の
焼
畑
の
粧
い
は
点
か
ら
、
点
の
複
合
し
た
面
へ
と

だ
ん
だ
ん
そ
の
色
相
を
変
え
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
お
色
直
し
の
テ

ン
ポ
が
速
さ
を
増
し
、
濃
紫
紺
色
の
重
っ
た
い
色
相
と
な
っ
た
の
が
、
今
日
の
ス
ギ
・

ヒ
ノ

キ
等
の
針
葉
樹
林
の
林
相
な
の
で
あ
る
。
こ

の
色
ど
り
替
え
は
、
今
日
迄
千
数
百
年
に
亘
っ
て
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
我
々
ゃ
な
だ
に
び
と
と
、
柳
谷
の
自
然
と
の

あ
か

間
で
行
わ
れ
た
和
解
の
い
と
な
み
の
証
し
な
の
で
あ
る
。

第45図

も
の
と
思
う
。

甲番地地域焼畑っくり開始分布

図

畝
順
帳
や
土
地
台
帳
に
、
甲
乙
の
部
別
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
焼
畑
つ
く

甲
番
地
地
域
の

焼

畑

つ

く

り

m
 

あ
る
。

開
田
は
、
地
づ
ら
、
水
が
か
り
を
見
計
っ
て
、
普
通
畑
の
域
内
で
選
地
し
た
も
の
と
思

り
は
、
甲
番
地
地
域
か
ら
は
じ
ま
る
。
郷
び
ら
き
の
区
域
に
一
致
し
て
い

る。

人
々
は
ま
ず
、

住
い
を
つ
く
る
屋
敷
地
を
こ
し
ら
え

そ
の
周
辺

に
、
食
用
作
物
を
栽
培
す
る
耕
地
を
拓
い
た
。
今
日
の
普
通
畑
(
常
畑
と
か
熟
畑
と
も
言
う
)
で

わ
れ
る
か
ら
、
普
通
畑
地
域
に
含
め
る
。
郷
び
ら
き
の
初
期
に
は
、
甲
番
地
外
の
地
域
が
豊
か

だ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
ら
の
林
野
に
自
生
し
た
も
の
を
採
取
し
て
、
生
活
材
補
給
に
充
て
て
い
た
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郷
び
ら
き
が
進
み
、
人
口
も
殖
え
、
生
活
様
式
も
変
る
。
郷
全
域
の
生
活

乙
番
地
地
域

へ
ひ
ろ
が
る

材
の
不
足
が
出
始
じ
め
る
。
生
活
材
の
う
ち
食
料
確
保
は
、
い
さ
さ
か
の

猶
予
も
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
乙
番
地
地
域
へ
焼
畑
を
ひ
ろ
げ
ね
ば

な
ら
な
い
。
遠
い
道
の
り
、
低
い
気
温
と
地
力
、
災
害
を
含
め
た
数
々
の
不
利
な
条
件
な
ど

名荷部落(焼畑)

が
重
な
る
。
耕
作
に
労
働
は
多
く
な
り
、
受
け
る
大
地
の
報
い
は
薄
い
。
常
畑
化
・

開
田
等

ゃ
な
だ
に
び
と
の
開
郷
音
ω

欲
は
、
い
さ

へ
の
期
待
は
ほ
と
ん
ど
も
て
な
い
。
し
か
し
一
方
、

さ
か
の
淀
み
も
生
じ
な
か
っ
た
。
「
切
替
畑
耕
作
」

の
試
み
と
蓄
積
に
、

い
の
ち
を
か
け
通

し
た
の
で
あ
る
。
と
う
も
ろ
こ
し

・
あ
わ

・
ひ
ぇ

・
だ
い
ず
・
あ
ず
き
等
、
穀
物
つ
く
り
に

汗
を
流
し
た
。
そ
の
汗
、

い
ま
地
塩
と
な
っ
て
、

焼
畑
に
濃
く
蓄
え
ら
れ
て

い
る
。

乙
番
地
地
域
の
焼
畑
つ
く
り
は
続
け
ら
れ
る
。
食
用
作
物
耕
作
だ
け

拡
が
っ
た
焼
畑
は

ミ
ツ
マ
タ
の
花
で

黄
色
く
彩
ら
れ
る

の
切
替
畑
経
営
は
、
不
作
凶
作
の
危
険
性
高
く
、
生
産
性
は
低
い
。

生
計
を
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
。

増
反
ま
た
増
反
に
よ
っ
て
、

加

え

て
、
貨
幣
商
品
経
済
の
時
代
の
流
れ
は
、
避
け
て
渡
る
こ
と
を
許
さ

明
治
一
七
(
一
八
八
四
)
年
ご
ろ
、
ミ
ツ
マ
タ
が
久
万
山

へ
導
入
さ
れ
た
。
面
河

・
仕
七
川

・
弘
形
・
中
津

・
柳
谷
へ
と
そ
の
栽
培
圏

が
拡
が
っ
て
い
っ
た
。
わ
が
村
へ

は
、
土
佐
津
野
郷
か
ら
も
は
い
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ミ
ツ
マ
タ
は
中
国
原
産
の
チ
ン
チ
ョ
ウ
ゲ
科
の

木
で
、
我
国
へ
入
来
し
て
か
ら
は
、
和
紙
原
料
に
供
す
る
特
用
作
物
と
し
て
山
地
に
栽
培
さ
れ
た
。
こ
の
植
物
、
日
光
・
温
度

・
混
度

・

第
六
章

地
肌
の
ち
か
ら

傾
斜
面

・
土
壌

・
災
害
な
ど
、
奥
地
山
地
で
も
充
分
に
充
た
し
得
る
栽
培
条
件
を
も
っ
。
わ
が
柳
谷
の
地
肌
は
、

四
五

上
乗
の
好
適
地
と
し
て
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乙番地域へ焼畑拡大期分布図第46図ミツマタ畑分布図第47図

四
六

迎
え
ら
れ
た
。
拡
が
り
ゆ
く
焼
畑
(
切
替
畑
)
は
、

、
ッ
マ
タ
畑
の
前
畑
を
了
し
て
、

挙

同

切

替
え
ら
れ
た
。
更
に
未
墾
の
樹
林
は
、
ミ
ツ
マ

タ
専
栽
耕
地
と
し
て
増
反
さ
れ
た

の

で

あ

↓
る
。
わ
が
村
の
切
替
畑
地
肌
は
、
ミ
ツ
マ

タ
畑
一
色
の
景
観
に
彩
り
替
え
ら
れ
た
。

需
要
は
特

]
需
を
想
わ
せ
る
相
で
増
大
し
て
ゆ
く
。

ミ
ツ
マ
タ

は
貨
弊
商
品
経
済
の
寵
児
に
の
し
上
り
、
や

な
だ
に
び
と
は
、
く
つ
ろ
ぎ
の
笑
み
を
、
黄
色
一
面
の
ミ
ツ
マ
タ
畑
に
注
ぐ
正
午
を
迎
え
る
。

黄
色
い
ミ
ツ
マ
タ
畑

蒼
い
林
地
に
変
る

生
活
様
式
の
移
り
変
わ
り
に
つ
れ
て
、

生
活
材
の
需

要

は

揺

れ

動

く
。
書
字

・
印
刷
方
式
が
変
わ

っ
て
、
和
紙
の
売
行
き
は
途
絶
え
、

窓
ガ
ラ
ス
の
普
及
に
よ
り
、
障
子
紙
の
需
要
は
落
ち
る
。
ゃ
な
だ
に

の
ミ
ツ
マ

タ
も
、
印
刷
局
納
で
幅
を
利
か
し
て
来
な
が
ら
、
円
札
が
硬
貨
に
切
替
え
ら
れ
て
、

局
納
め
の
流
れ
も
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

ミ
ツ
マ
タ
畑
は
切
替
の
運
命
に
迫
ら
れ
た
。

し
か

し
、
幸
な
る
か
な
。
ミ
ツ
マ

タ
の
適
地
は
、
林
地
の
適
地
で
で
も
あ

っ
た
。
農
家
は
す
べ
て
の

一

一
ツ
マ
タ
畑
に
更
に
高
地
の
未
墾
地
拓
き
を
加

え

ス
ギ

・
ヒ
ノ

キ
の
植
込
み
を
決
断
実
行

ー
た
。
年
を
逐
う
に
つ
れ
、

林
地
は
増
反
す
る
。

今
日
植
林
率
は
九

O
パ
ー
セ
ン

ト
を

超

え

た
。
林
家
保
有
の
植
栽
面
積
実
に
九
四

O
O
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
ん
で
い
る
。
全
面
積

一
0
0
0

O
ヘ
ク
タ

ー
ル
に
な
ん
な
ん
と
す
る
地
肌
は
、
今
濃
い
蒼
色
に
彩
り
込
め
ら
れ
て
い
る
。

夏
緑
落
(
広
)
葉
樹
林
相
か
ら
、
針
葉
樹
林
相
に
至
る
地
肌
色
の
変
化
は

醸士蒼
す色
森の
林林
生相
態が

柳
谷
の
彫
刻
体
を
生
息
場
所
と
す
る
、
す
べ
て
の
生
物
の
か
か
わ
り
か
た

を
大
き
く
変
え
て

い
る。



針葉樹林相分布図第48図ら
れ
る
命
運
に
曝
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

(3) 

持
す
る
に
は
、
「
健
全
な
森
林
生
態
」
の
樹
立
が
、
新
し
い
課
題
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
o

往
年
ゃ
な
だ
に
び
と
は
、
「
切
替
畑
経

植
栽
樹
種
の
転
換
を
具
案
し
、
「
健
全
な
森
林
生

、、l
J

唱

i
，，a
，‘、

夏
緑
落
(
広
)
葉
樹
林
相
の
森
林
生
態

」
の
林
相
で
は
、
光
・
温
度

水
分
・
雨
・
風
・
気
圧
な
ど
、
適
度
な
組
み
合
わ
せ
と
変
化
を
森
林
生
態
気
候

h
J

が
醸
さ
れ
て
い
た
o

高
い
木
が
上
位
に
、

潅
木
が
下
位
に
、
蘇
苔

や
草
木
類

一
は
、
地
肌
に
直
接
し
て
植
生
す
る
。
し
た
が

っ
て
小
動
物
を
は
じ
め
、
山
野
鳥

一
獣
類
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ゆ
た
か
に
種
の
繁
殖
を
得
て
、
共
生
融
和
の
世
界
を
欣
び

合
っ
て
い
た
と
想
わ
れ
る
。

ω
蒼
色
針
葉
樹
林
相
の
森
林
生
態

ス
ギ
・
ヒ

ノ
キ
を
主
軸
と
し
た
針
葉
樹
林
は

そ
の
密
生
繁
茂
し
た
樹
冠
に
よ
っ
て
、
森

林
生
態
気
候
を
単
純
化
し
た
。
温
度

・
湿
度
は
日
の
出
没
を
周
期
と

し
て

変

り
、
四
季
の
季
節
に
よ
る
変
化
は
極
め
て
小
さ
い
o

樹
聞
は
、
秋
か
ら
冬
に
か

け
て
冷
え
に
く
く
、
春
に
な
っ
て
も
温
ま
り
に
く
い
。
風
は
流
れ
ず
、
大
気
は

渋
滞
す
る
o

ひ
と
言
で
言
え
ば
、
冷
凍
冷
蔵
庫
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
生
息
の
場

所
に
変
化
し
た
o

樹
下

・
地
肌
に
、
潅
木

・
蘇
苔

・
草
木
類
植
生
す
る
こ

と
が

ー

ν

で
き
ず
、
大
小
の
樹
間
動
物
は
ほ
と
ん
ど
、
転
懐
あ
る
い
は
種
の
断
絶
を
強
い

「
健
全
な
森
林
生
態
」
樹
立
へ
の
途

ゃ
な
だ
に
の
自
然
と
の
、
和
解
調
通
の
関
わ
り
を
保

態
」
の
樹
立
を
図
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

営
の
巧
み
さ
」
を
経
験
蓄
積
し
て
い
る
。
今
、
伐
期
が
来
て
除
伐
し
た
跡
地
に
は
、

第
六
章

地
肌
の
ち
か
ら

四
七
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第
三
節

県
立
自
然
公
園
〈
四
国
カ
ル
ス

ト
を
主
軸
と
す
る
〉

の
草
原
・
渓
谷

夏
緑
落

(
広
)
葉
樹
林
の
地
肌
色
か
ら
、
焼
畑
つ
く
り
に
よ
っ
て
つ
、
ぎ
つ
ぎ
移
り
か
た
を
す
る
傍
ら
で
、

た
だ
一
つ
、

な
ん
ら
変
り
か

た
を
見
せ
て
な
い
の
は
、

に
、
「
県
立
自
然
公
園
」
の
指
定
を
受
け
て
い
る
広
域
で
、

四
国
カ
ル
ス
ト
を
主
軸
と
す
る

「
県
立
自
然
公
園
」

の
地
肌
色
と
言
え
よ
う
。

今
日
境
を
接
す
る
町
村
と
共

国
営
大
規
模
草
地
開
発
事
業

・
観
光
開
発
事
業
等
の
進
み
も
伴
い
、

新
し
い

関
心
を
世
に
示
し
て
い
る
。

県
立
自
然
公
園
に
係
る
柳
谷
の
区
域
は
、
姫
草
か
ら
五
段
高
原
に
至
る
カ
ル
ス

ト
地
形
を
誇
る
草
原
、
ミ

ツ
バ
ツ
ツ
ジ
・
ブ
ナ
林
な
ど

が
群
生
す
る
大
川
嶺
を
主
峰
と
す
る
一
団
地
、

鼠
穴
群
と
渓
谷
美
に
充
ち
た
黒
川
主
流
域
の
三
地
域
で
あ
る
。
高
く
平
ら
な
頂
を
も
っ
山

山、

深
く
刻
ま
れ
た
黒
川
の
渓
谷
、
そ
れ
が
わ
が
自
然
公
園
の
地
形
の
特
色
で
あ
る
。
姫
革
か
ら
五
段
高
原
に
及
ぶ
平
坦
面
、
そ
し
て
大

川
嶺
へ
と
の
び
る
標
高
一
五

0
0
メ
ー
ト
ル
級
の
高
位
平
坦
面
は
、
掘
り
下
げ
ら
れ
た
低
平
な
土
地
が
、
今
の
高
さ
ま
で
隆
起
し
た
も
の

さ
ら
に
断
層
破
砕
帯
な
ど
の
は
た
ら
き
も
手
伝
っ
て
、
黒
川
の
形
成

す
が
た

を
早
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
平
坦
な
頂
・

渓
谷

・
カ
ル
ス

ト
・

洞
な
ど
の
風
致
特
色
を
活
か
し
た
、
優
美

・
壮
美
の
和
合
し
た
相
を
見

で
あ
る
。
隆
起
し
た
谷
川
は
、
若
返
っ
て
、

浸
蝕
風
化
を
は
じ
め
、

せ
て
い
る
。



第
四
節

柳
谷
に
す
む
鳥
獣

富
む
郷
で
あ
り
、

上
浮
穴
郡
は
関
西
第
一
の
高
峰
石
鎚
山

(
一
九
八
二
メ
ー
ト
ル
)
と
、
そ
の
連
山
に
固
ま
れ
た
、
緑
多
く
水
清
ら
か
で
四
季
の
変
化
に
も

そ
こ
に
す
む
鳥
獣
も
多
種
多
様
で
あ
る。

わ
が
柳
谷
村
は
上
浮
穴
郡
の
最
南
端
に
位
置
し
、
明
神
山
・
大
川
嶺

・
笠
取
山
・
丸
石
山
・
五
段
高
原
な
ど
一
三

0
0
メ
ー
ト
ル

1
一

ー
ト

ル
に
及
ぶ。

五

0
0
メ
ー
ト

ル
級
の
山
山
が
連
な
り
、
仁
淀
川
に
沿
っ
て
走
る
国
道
三
三
号
線
と
の
標
高
差
は
、

第
六
章

地
肌
の
ち
か
ら

一
0
0
0
メ
ー
ト
ル

i
一
三

O
O
メ

暖
温
帯
常
緑
広
葉
樹
林
域

1
冷
温
帯
落
(
広
〉
葉
樹
林
域
に
ま
た
が
り
、

植
物
の
種
類
も

多
く
、
鳥
獣
に
と
っ
て
こ
の
上
も
な
い
生
存
条
件
を
満
た
す
恵
ま
れ
た
地
域
で
あ
る
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

J 

人
類
が
た
ど

っ
た
長
い
歳
月
を
か
け
た
農
耕
文
化
の
進
展
は
、
徐
々
に
自
然
植
生
の
変
化

を
も
た
ら
し
て
き
た
が
、
太
平
洋
戦
争
後
の
ス
ギ

・
ヒ
ノ

キ
の
植
林
に
よ
る
人
工
林
化
ほ
ど
、

ア

急
激
に
自
然
植
生
を

一
十
変
さ
せ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
自
然
へ
の
人
為
的
な
働
き
か
け
は
、

た
だ
植
物
相
を
単
調
に
し
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
木
の
実

・
草
の
根
を
食

っ
て
生
き
る
鳥
獣
に

対
し
て
、
そ
の
せ
い
息
条
件
を
苛
酷
な
ま
で
に
制
約
し
て
い
っ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

黒
川
の
清
流
沿
い
の
急
峻
な
斜
面
、
柳
谷
キ
ャ

ニ
オ
ン
に
代
表
さ
れ
る
一
五

0
メ
ー
ト
ル

四
九
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に
及
ぶ
断
崖
絶
壁
の
老
木
が
生
い
茂
る
原
始
林
に
は
、
今
な
お

ニ
ホ
ン
ザ
ル
が
せ
い
息
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
自
然
植
生
と
動
物
の
か
か
わ
り
の
原
点
を
指
摘
し
訴
え
て
い
る
と
思
わ

わ
る
。

イノシシ

秋
吉
台
・
平
尾
台
と
並
ぶ
日
本
三
大
カ
ル
ス
ト
台
地
に
数
え
ら
れ

る
。
北
面
の
猪
伏
国
有
林
な
ど
自
然
林
が
多
く
「
面
河
よ
り
も
美
し
い
。
」
と
賞
讃
さ
れ
た
雑

四
国
カ
ル
ス
ト
は
、

木
林
は
、
猪
伏
林
道
の
開
通
に
よ
っ
て
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
自
然
界
に
お
け
る
、

植
生
と
動
物
と
の
深
い
つ
な
が
り
や
影
響
を
考
慮
し
、
生
態
的
常
態
を
保
つ
こ
と
を
心
掛
け

ね
ば
な
ら
な
い
。
村
人
の
知
恵
の
み
が
そ
れ
を
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

サ
ル
と
い
え
ば
九
州
の
高
崎
山
や
南
予
の
滑
床
の
サ
ル
が
有
名
で
あ
る
が
、
中
予
地
方
で

は
面
河
村
と
柳
谷
村
に
の
み
す
む
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

ニ
ッ
ポ
ン
ザ
ル
は
日
本
に
だ
け

す
む
サ
ル
で
、
地
球
上
最
北
限
に
す
む
サ
ル
で
あ
り
北
海
道
に
は
す
ま
な
い
。
ボ
ス
ザ
ル
を

中
心
に
最
も
組
織
だ
っ
た
社
会
を
構
成
し
集
団
生
活
を
営
ん
で
い
る
。

1¥クビシン

柳
谷
キ
ャ
ニ
オ
ン
周
辺
に
す
む
サ
ル
の
全
容
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
と
き
に
は
三
十
匹

も
の
群
れ
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
黒
川
下
流
の
柳
井
川
小
学
校
で
も
サ
ル
の
群
れ
を
よ
く
見

か
け
る
。
川
岸
の
木
の
実
が
熟
す
る
頃
は
数
匹
、
十
数
匹
の
群
れ
が
樹
木
の
枝
を
ゆ
す
り
な

が
ら
お
り
て
く
る
。
減
少
し
た
児
童
数
を
追
い
越
す
日
が
来
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
中
津
地
区
や
美
川
村
東
川、

三
坂
峠
付
近
で
も
目
撃
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、

」
れ
ら
は
サ
ル
集
団
を
追
放
さ
れ
た
老
い
ザ
ル
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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イ
ノ
シ

シ
は
、
植
林
に
追
わ
れ
、

せ
い
息
地
が
減
り
、
残
っ
て
い
る
村
内
一
帯
の
落
葉
樹

林
域
が
せ
い
息
の
中
心
で
あ
り
、
県
境

・
村
境
に
ま
た
が
る
山
麓
を
広
範
囲
に
活
動
す
る
。

イ
ノ
シ
シ
は
元
来
、

一
0
0
0
メ
ー
ト
ル
以
下
の
澗
葉
樹
林
域
を
好
ん
で
す
み
、
雑
食
性
で

キ ツ ネ

へ
ビ

・
カ
ニ

・
山
芋

・
樫
の
実
等
を
食
す
る
。
近
来
イ
ノ
シ
シ
に
よ
る
農
作
物
の
被
害
に
つ

い
て
の
苦
情
を
聞
か
ず
、
狩
猟
解
禁
中
ハ
ン
タ
ー
が
捕
獲
す
る
頭
数
も
極
め
て
少
な
く
な
っ

て
い
る
。

ハ
ク
ビ
シ
ン
に
よ
る
イ
モ
・
ト
ウ
キ
ビ
・
カ
キ
等
の
被
害
が
多
く
な
り
、
そ
の
増
殖
ぶ
り

が
話
題
に
な
っ
て
い
る
。

ハ
ク
ビ
シ
ン
が
日
本
古
来
の
も
の
か
帰
化
動
物
が
野
生
化
し
た
も

の
か
は
定
説
も
な
く
、
そ
の
習
性
に
つ
い
て
も
く
わ
し
く
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
ノ
ウ
サ
ギ

や
ノ
ネ
ズ

ミ
の
天
敵
と
し
て
評
価
さ
れ
る
一
面
、

タ
ヌ
キ

・
ア
ナ
グ
マ
な
ど
と
生
態
的
に
似

通
い
、
こ
れ
ら
が
駆
逐
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
む
き
も
あ
る
。

ハ
ク
ビ
シ
ン
の

せ
い
息
地
は
、
深
山
の
渓
谷
や
絶
壁
等
が
多
く
、
柳
谷
村
の
自
然
環
境
は
ま
さ
に
ハ
ク
ビ
シ

ン
の
天
国
か
も
し
れ
な
い
。

タヌキ

ノ
ウ
サ
ギ
(
四
国
に
い
る
の
は
キ
ユ
ウ
シ
ユ
ウ
ノ
ウ
サ
ギ
)
は
夜
行
性
で
、
木
の
芽

・
葉

・
樹

皮

・
穀
物

・
野
菜
等
を
食
す
る
。
植
林
し
た
ス
ギ

・
ヒ
ノ
キ
の
苗
の
若
芽
を
食
わ
れ
て
被
害

を
受
け
た
記
憶
は
新
し
い
。
害
獣
の
代
表
と
し
て
厄
介
も
の
で
あ
っ
た
が
、

キ
ツ
ネ

・
ハ
ク

ビ
シ
ン
等
が
増
え
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
近
年
そ
の
数
は
め
っ
き
り
減
っ
て
き
た
。

キ
ツ
ネ
や
タ
ヌ
キ
も
夜
行
性
で
、

日
中
目
に
か
か
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
が
、
大
川
嶺
や
天
狗

五
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高
原
で
昼
間
キ
ツ
ネ
を
見
か
け
た
と
い
う
人
も
い
る
。
タ
ヌ
キ
の
方
が
多
く
人
里
近
く
に
す

む
関
係
も
あ
っ
て
、
子
連
れ
タ
ヌ
キ
が
自
動
車
の
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
に
う
つ
し
出
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。

ホホジ口

古
味
の
中
久
保
洞
穴
や
、
野
村
町
側
洞
穴
で
は
、
東
北
地
方
特
産
と
い
わ
れ
る
ウ
サ
ギ

コ

ウ
モ

リ
・

テ
ン
グ
コ
ウ
モ

リ
な
ど
北
方
系
の
コ
ウ
モ

リ
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
洞
穴
生
物
の

研
究
上
貴
重
な
存
在
で
あ
る
。

昭
和
三
十
七
年
の
総
合
調
査
に
お
い
て
五
段
高
原
で
は
、
ホ
ホ
ジ
ロ

・
ビ
ン
ズ
イ

・
オ

オ

ル
リ

・
セ
ッ
カ

・
ウ
グ
イ
ス

・
カ
ッ
コ
ウ

・
ホ
ト
ト
ギ
ス

・
ナ
ミ
エ
オ
オ
ア
カ
ゲ
ラ
な
ど
の

鳥
類
、
が
見
ら
れ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

ウ
グ
イ
ス
は
季
節
の
鳥
と
し
て
親
し
み
深
い
鳥
で
あ
る
。
梅
に
ウ
グ
イ
ス
と
い
わ
れ
る
と

お
り
春
を
告
げ
る
鳥
で
あ
る
。
晩
春
か
ら
夏
に
か
け
て
は
山
に
も
ど
る
。
少
し
高
い
山
に
登

れ
ば
、
真
夏
で
も
練
り
鍛
え
た
美
声
を
聞
か
せ
て
く
れ
る
。

ホトトギス

ホ
ト
ト
ギ
ス
は
、
「
ト
ッ
テ
カ
ケ
タ
カ
」
「
テ
ッ
ベ
ン
カ
ケ
タ
カ
」
等
、
地
域
に
よ
り
鳴
声

の
表
現
は
異
な
る
。
「キ
l
キ
l
キ
キ
キ
キ
」

と
鳴
く
モ
ズ
は
、

め
っ
き
り
姿
を
見
せ
な
く

な
っ
た
。

フ
ク
ロ
ウ

(
フ
ル

ッ
ク
〉
は
、

夜

・
ネ
ズ
ミ
な
ど
を
捕
え
て
食
う
猛
禽
類
で
あ
る
。

日
暮

れ
に
「
ホ

l
ホ
l
」
と
鳴
く
戸
に
合
わ
せ
て
、
手
笛
を
鳴
ら
す
と
、
近
く
の
樹
上
に
飛
来
し

あ
た
り
を
飛
ぶ
姿
を
見
か
け
る
。
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地
肌
の
ち
か
ら

キ
ジ
は
、
野
生
の
も
の
が
減
少
し
、
猟
友
会
が
放
鳥
し
て
い
て
、
村
内
一

帯
に
残
っ
て
い

る
雑
木
林
や
草
地
帯
に
せ
い
息
し
、
時
に
は
中
津
地
区
の
人
家
周
辺
の
桑
畑
・
茶
畑
・

ミ
ツ

マ
タ
畑
等
で
見
か
け
る
こ
と
も
あ
る
。

ヤ
マ
ド
リ
は
キ
ジ
の
せ
い
息
場
所
よ
り
や
や
高
地
の

湿
気
の
あ
る
谷
間
や
カ
ヤ
場
に
多
い
。
立
野
や
小
村
方
面
で
よ
く
見
か
け
る
。

コ
ジ
ュ
ケ
イ

フクロウ

は
急
に
増
え
た
鳥
で
、
村
内
各
所
の
樹
聞
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

雑
木
林
が
減
り
、
木
の
実
が
な
く
な
っ
て
、
ヒ
ヨ
ド
リ
・
ツ
グ
ミ
な
ど
の
わ
た
り
鳥
は
め

っ
き
り
少
な
く
な
っ
た
。

ま
た
昔
か
ら
、
「
す
ず
め
百
ま
で
お
ど
り
忘
れ
ん
。
」
と
人
間
に
な
じ
ま
れ
、
「
雀
の
子
そ
こ

の
け
そ
こ
の
け
お
馬
が
通
る
」
と
親
し
ま
れ
た
ス
ズ
メ
が
、

ほ
と
ん
ど
姿
を
見
せ
な
く
な

っ

け

た

わ

む

た
。
人
家
周
辺
の
田
畑
で
、
こ
ろ
こ
ろ
地
べ
た
を
こ
ろ
が
る
よ
う
に
地
面
を
蹴
る
戯
れ
も
、

朝
ま
だ
き
、
朝
露
の
よ
う
な
湿
り
気
を
も

っ
た
快
活
な
暗
き
声
の
訪
な
い
も
、
も
う
と
だ
え

む
な

て
し
ま
っ
た
。
置
き
去
ら
れ
る
も
の
の
虚
し
さ
を
覚
え
さ
せ
ら
れ
る
あ
け
く
れ
で
あ
る
。

ン'キ

五
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