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(一) 

市
域
の
広
が
り
と
そ
の
位
置 

 

市
域
の
広
が
り 

芦
屋
市
は
京
浜
地
方
の
鎌
倉
市
、
阪
神
地
方
の
豊
中
市
と
併
称
さ
れ
る
大
都
市
近
郊
の
高
級
住
宅
都
市
と
し
て 

そ
の
名
は
全
国
的
に
有
名
で
あ
る
。
昭
和
二
七
年
三
月
、
芦
屋
国
際
文
化
住
宅
都
市
建
設
法
な
る
特
別
法
が
制
定
せ
ら
れ
、
つ
い
で 

同
年
四
月
芦
屋
市
の
主
唱
に
よ
り
同
じ
く
特
別
法
が
施
行
せ
ら
れ
て
い
る
八
都
市
す
な
わ
ち
芦
屋
・
別
府
・
熱
海
・
伊
東
・
奈
良
・ 

松
江
・
松
山
・
軽
井
沢
を
統
合
し
て
国
際
特
別
都
市
建
設
連
盟
が
結
成
せ
ら
れ
た
。
こ
ん
な
具
合
で
、
芦
屋
市
は
国
内
的
ば
か
り
で 

は
な
く
、
国
際
的
な
都
市
と
し
て
の
大
き
い
使
命
を
持
っ
た
都
市
で
は
あ
る
が
、
そ
の
市
域
は
東
西
二
粁
余
、
南
北
七
粁
余
、
面
積 

一
五
平
方
粁
余
と
い
う
面
積
の
小
さ
い
都
市
で
あ
る
。
従
っ
て
面
積
か
ら
み
る
と
、
同
じ
よ
う
な
機
能
を
も
っ
て
い
る
東
京
都
下
の 
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二 
  

立
川
、
大
阪
府
下
の
守
口
・
泉
大
津
市
な
ど
に
次
ぐ
全
国
で
も
今
ど
き
珍
ら
し
い
市
域
の
せ
ま
い
都
市
の
一
つ
で
あ
る
。 

自
然
的
な
位
置 

芦
屋
市
は
市
制
施
行
の
当
時
で
さ
え
、
当
市
独
自
の
気
品
の
高
い
性
格
が
損
わ
れ
る
こ
と
を
慮お

も

ん
ぱ
か
っ
て
市 

域
の
拡
張
に
消
極
的
で
あ
っ
た
珍
ら
し
い
都
市
で
あ
る
。
そ
ん
な
関
係
で
市
域
は
極
め
て
せ
ま
い
。
し
か
し
当
市
が
立
地
す
る
場
所 

は
広
い
大
阪
市
周
辺
の
沖
積
低
地
と
六
甲
山
麓
の
帯
状
の
海
岸
の
緩
傾
斜
地
と
が
移
り
変
る
と
こ
ろ
に
当
っ
て
い
る
。
従
っ
て
守
口 

・
立
川
市
な
ど
の
低
地
住
宅
都
市
と
ち
が
っ
て
地
形
の
変
化
の
多
い
、
交
通
の
便
利
の
よ
い
土
地
に
、
当
市
域
が
広
が
っ
て
い
る
こ 

と
に
な
る
。 

社
会
的
な
環
境
と
そ
の
変
遷 
前
述
の
通
り
芦
屋
市
は
近
代
的
な
住
宅
都
市
と
し
て
は
極
め
て
恵
ま
れ
た
自
然
的
な
環
境
を
備
え 

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
当
地
域
在
住
者
の
生
業
が
農
業
や
漁
業
で
あ
っ
た
明
治
以
前
な
ど
で
は
、
漁
業
を
営
む
の
に
適
当
な 

入
江
も
見
ら
れ
ず
、
農
業
を
営
む
に
も
土
壌
は
生
産
力
の
乏
し
い
砂
礫
或
は
粘
土
質
の
悪
地
か
ら
出
来
て
い
た
上
に
水
災
が
絶
え
な 

か
っ
た
。
こ
ん
な
関
係
で
早
く
か
ら
灘
清
酒
の
生
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
西
宮
・
今
津
・
魚
崎
・
御
影
・
西
郷
等
と
は
勿
論
の 

こ
と
、
本
庄
・
青
木
村
な
ど
の
農
漁
村
に
も
劣
る
淋
し
い
集
落
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
旧
藩
時
代
な
ど
で
は
、
現
在
の
都 

心
部
と
も
い
う
べ
き
芦
屋
川
畔
の
土
地
な
ど
は
、
水
害
に
悩
ま
さ
れ
つ
づ
け
た
生
産
力
の
乏
し
い
悪
地
で
あ
り
、
水
害
の
恐
れ
の
少 

な
か
っ
た
打
出
台
地
を
中
心
と
し
た
街
道
筋
を
主
要
な
生
活
舞
台
と
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
で
、
云
わ
ば
阪
神
間
で
も
最
も
生 

産
力
の
乏
し
い
無
名
集
落
に
近
か
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
、
明
治
、
大
正
時
代
に
な
っ
て
大
阪
・
神
戸
市
な
ど
が
産
業
革
命
に
伴
い
異
常
な
発
達
を
遂
げ
そ
こ
の
市
民
の
日
常
生 

活
圏
の
拡
大
が
切
実
に
な
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
ら
の
都
市
の
都
心
部
ま
で
十
数
粁
と
い
う
地
理
的
位
置
と
、
大
都
市
の
住
宅
地
と
し 
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三

 

て
最
良
の
条
件
を
備
え
た
当
市
は
、
住
吉
川
畔
の
住
吉
、
御
影
（
現
在
の
神
戸
市
）
と
な
ら
ぶ
高
級
住
宅
地
と
し
て
繁
栄
す
る
こ
と 

に
な
っ
た
。
戦
災
で
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
勝
れ
た
地
理
的
位
置
を
占
め
て
い
る
関
係
で
終
戦
直
後
は 

政
令
で
阪
神
両
都
市
へ
の
転
入
を
こ
ば
ま
れ
た
人
達
の
そ
こ
で
の
活
動
の
基
地
と
し
て
当
市
が
選
ば
れ
、
更
に
年
月
の
経
過
と
共
に 

母
市
の
密
住
化
が
ひ
ど
く
な
っ
て
く
る
と
、
最
近
の
よ
う
に
戦
後
の
母
市
転
入
者
の
再
疎
開
地
と
な
る
と
い
う
具
合
に
、
戦
後
の
発 

展
が
目
ざ
ま
し
い
の
も
、
当
市
の
大
都
市
郊
外
の
住
宅
地
と
し
て
の
地
理
的
位
置
の
優
秀
さ
に
負
う
と
こ
ろ
が
極
め
て
大
き
い
と
云 

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。 

 

参
考
・
文
献 

(１) 

国
際
特
別
都
市
建
設
連
盟 
観
光
文
化
の
八
都
市 

一
九
五
三
年 

(２) 

旧
陸
地
測
量
部 

二
万
分
一
地
形
図
西
宮
、
今
津
図
幅
（
図
版
第
４
） 

 

(二) 

市
名
及
び
町
名
の
由
来 

 

市
名
の
由
来 

現
在
の
市
名
で
あ
る
「
芦
屋
」
の
名
称
は
去
る
昭
和
一
五
年
一
一
月
一
〇
日
、
当
時
の
精
道
村
が
市
制
を
施
行
す 

る
に
当
っ
て
打
出
、
三
条
、
津
知
と
な
ら
ん
だ
旧
大
字
名
の
一
つ
で
あ
り
、
昔
か
ら
人
口
に
膾
炙
し
て
き
た
芦
屋
の
字
名
を
そ
の
ま 

ま
新
市
名
に
選
ん
だ
こ
と
に
始
ま
る
。
も
と
も
と
芦
屋
と
い
う
地
名
は
、
福
岡
県
遠
賀
川
の
河
口
の
集
落
名
に
も
み
ら
れ
る
通
り
海 

辺
、
河
辺
の
低
湿
地
の
芦
原
、
葦
原
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
打
出
と
共
に
云
わ
ば
地
形
に
、
関
係
の
深
い
地
名
で
あ
る
。 

六
甲
山
南
麓
の
臨
海
低
湿
地
の
呼
び
名
と
し
て
お
こ
っ
た
芦
屋
或
は
葦
の
屋
の
地
名
の
起
源
は
、
万
葉
集
、
伊
勢
物
語
、
後
拾
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四 
  

集
、
千
載
集
及
び
新
古
今
集
そ
の
他
の
歌
書
や
物
語
に
現
わ
れ
て
い
る
通
り
極
め
て
古
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
古
代
の
呼
び
名
は
必 

ず
し
も
現
在
の
芦
屋
市
を
限
っ
て
命
名
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
芦
屋
、
葦
の
屋
の
地
名
か
も
判
断
さ
れ
る
通
り
そ 

の
よ
う
な
呼
び
名
は
、
六
甲
山
地
南
麓
の
臨
海
の
低
湿
地
を
総
称
し
て
芦
屋
の
里
と
呼
ん
だ
ら
し
く
、
古
書
に
見
ら
れ
る
「
芦
屋
の 

浦
」
或
は
「
芦
屋
の
灘
」
の
呼
び
名
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
こ
う
し
て
六
甲
山
南
麓
の
臨
海
低
湿
地
の
総
称
と
し 

て
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
地
名
が
、
当
地
域
一
帯
の
開
発
が
進
む
に
つ
れ
て
い
つ
し
か
芦
屋
川
河
口
の
せ
ま
い
地
域
の
呼
び
名
に 

か
わ
っ
た
ら
し
い
。 

以
上
の
通
り
芦
屋
の
呼
び
名
に
含
ま
れ
る
地
域
は
時
代
の
推
移
と
共
に
か
な
り
か
わ
っ
て
き
た
も
の
の
古
来
か
ら
人
口
に
膾
炙
し 

て
き
た
地
名
で
あ
っ
た
か
ら
、
明
治
二
二
年
の
新
村
制
施
行
当
時
、
打
出
・
三
条
・
津
知
の
旧
三
村
と
新
村
を
構
成
す
る
に
当
っ
て 

同
村
内
小
学
校
名
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
精
道
村
と
名
を
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
精
進
村
の
名
は
一
向
普
及
す
る
に
至
ら 

な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
後
同
村
内
に
私
鉄
、
国
鉄
駅
や
郵
便
局
が
設
け
ら
れ
る
に
至
っ
て
も
精
進
の
名
は
用
い
ら
れ
ず
、
何
れ 

も
芦
屋
の
名
称
が
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
る
有
様
で
あ
り
、
大
正
に
入
っ
て
当
地
域
が
高
級
住
宅
地
と
し
て
有
名
に
な
っ
て
も
そ
の
呼 

び
名
は
や
は
り
芦
屋
で
代
表
さ
れ
た
。
こ
ん
な
事
情
で
あ
っ
た
か
ら
、
村
名
が
精
道
村
に
改
め
ら
れ
た
以
後
も
世
間
的
に
普
及
し
て 

い
た
芦
屋
に
改
名
し
よ
う
と
す
る
意
見
が
村
人
間
に
強
か
っ
た
。
市
制
施
行
と
同
時
に
再
び
芦
屋
市
と
改
称
さ
れ
た
の
も
自
然
の
な 

り
ゆ
き
で
、
今
で
は
旧
村
名
精
道
は
町
名
や
小
学
校
名
に
そ
の
名
残
り
を
留
め
る
ば
か
り
で
あ
る
。 

町
名
と
そ
の
由
来 

わ
が
国
の
地
名
は
、
平
常
そ
の
由
来
な
ど
意
に
と
め
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
し
、
時
に
は
ふ 

と
し
た
思
い
つ
き
で
変
更
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
も
起
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
由
来
に
そ
れ
ほ
ど
深
い
意
味
の
な
い
よ
う
に
思
わ
れ 
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五

  
て
い
る
地
名
の
場
合
で
も
、
記
録
そ
の
他
で
知
り
得
な
い
そ
の
附
近
の
集
落
成
立
当
時
の
自
然
状
況
や
そ
の
地
を
舞
台
と
し
て
く
り 

ひ
ろ
げ
ら
れ
た
様
々
の
物
語
や
歴
史
的
事
実
を
裏
書
し
て
い
る
場
合
が
少
く
な
い
。
芦
屋
の
旧
字
名
は
地
番
と
共
に
昭
和
一
九
年
に 

か
な
り
近
代
的
な
地
名
に
改
め
ら
れ
、
現
在
の
町
名
か
ら
往
時
を
し
の
ぶ
こ
と
は
か
な
り
困
難
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
そ 

れ
か
ら
で
も
町
名
の
由
来
や
そ
の
地
の
歴
史
的
な
事
情
を
か
な
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
前
述
の
芦
屋
と
な 

ら
ぶ
旧
集
落
の
一
つ
打
出
は
琵
琶
湖
畔
の
大
津
市
附
近
に
も
同
名
の
地
名
が
あ
る
通
り
、
内
陸
づ
た
い
の
街
道
が
始
め
て
浜
手
に
出 

た
処
と
い
う
地
形
名
で
あ
ろ
う
し
、
芦
屋
川
畔
の
松
の
多
い
浜
手
の
新
田
部
落
の
改
称
名
で
あ
る
松
浜
の
町
名
も
天
井
川
畔
か
ら
海 

岸
砂
丘
地
帯
の
開
発
当
初
の
自
然
景
を
巧
み
に
示
し
た
町
名
と
い
え
よ
う
。
ま
た
東
芦
屋
、
西
芦
屋
、
浜
芦
屋
等
は
打
出
、
西
打
出 

浜
打
出
と
同
様
旧
藩
時
代
か
ら
の
集
落
の
発
達
の
方
向
を
示
す
地
名
で
あ
り
、
西
山
、
東
山
、
山
手
な
ど
の
地
名
は
大
正
以
降
の
市 

街
地
の
発
展
方
向
を
示
す
地
名
と
い
え
よ
う
。 

こ
の
よ
う
な
地
形
名
や
そ
の
位
置
に
由
来
す
る
町
名
、
旧
字
名
に
劣
ら
ず
注
目
を
引
く
の
は
歴
史
的
な
地
名
で
あ
る
。
す
な
わ
ち 

当
市
の
最
も
古
い
集
落
の
一
つ
で
あ
る
三
条
町
は
奈
良
時
代
の
条
里
制
地
割
に
由
来
す
る
地
名
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
更
に
市
制
施 

行
後
主
と
し
て
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
月
若
、
公
光
、
業
平
、
打
出
親
王
塚
、
小
槌
、
宮
塚
、
楠
町
な
ど
の
町
名
は
歴
史
時
代
の 

名
士
の
居
住
地
や
古
戦
場
そ
の
他
の
伝
説
に
由
来
す
る
興
味
の
深
い
町
名
と
云
っ
て
よ
い
。
ま
た
当
村
が
西
国
街
道
沿
い
の
街
村
で 

あ
っ
た
か
ら
そ
れ
に
関
係
の
深
い
町
名
と
し
て
茶
屋
之
町
或
は
旧
名
辻
と
呼
ば
れ
た
津
知
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
し
、
臨
海
地
域
の
伊
勢 

町
に
至
っ
て
は
旧
名
伊
勢
講
田
の
字
名
の
示
す
通
り
近
世
の
開
発
形
態
が
字
名
と
な
っ
て
残
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

以
上
の
通
り
芦
屋
市
の
町
名
に
は
そ
の
由
来
に
興
味
の
深
い
も
の
が
少
く
な
い
。
し
か
し
近
時
土
地
会
社
な
ど
の
手
に
よ
る
住
宅 
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生 

活 

の 

舞 

台

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

七

 

経
営
地
な
ど
に
な
る
と
六
麓
荘
、
朝
日
ケ
丘
、
打
出
翠
ケ
丘
等
の
如
く
宣
伝
価
値
に
重
き
を
置
い
た
町
名
が
そ
の
数
を
増
し
て
き
た 

こ
と
は
大
都
市
近
郊
の
他
の
住
宅
都
市
の
場
合
と
同
様
の
傾
向
で
あ
ろ
う
。 

 

参 

考 
文 

献 

(１) 

島
之
夫 

芦
屋
の
里 

頁
五
七
―
六
六
そ
の
他 

一
九
二
九
年 

(２) 

天
王
寺
谷
勘
太
夫 

打
出
史
話 

一
九
三
五
年 

(３) 

細
川
道
草 
芦
屋
の
地
名
考 

兵
庫
史
学 

八
号 

一
九
五
六
年 

(４) 

柳
田
国
男 

地
名
の
研
究 

一
九
三
六
年 

 

(三) 

生
活
の
舞
台 

 

(1) 

土
地
の
生
い
た
ち 

芦
屋
市
域
の
三
分
の
二
の
広
い
面
積
を
占
め
て
い
る
の
が
東
六
甲
山
（
九
三
二
米
）
な
ど
を
主
峰
と
し
西
南
の
舞
子
、
垂
水
の
海 

岸
か
ら
東
北
方
の
武
庫
川
の
ほ
と
り
に
の
び
る
六
甲
山
地
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
山
地
が
第
三
紀
以
後
の
大
阪
湾
の
陥
没
に
呼
応
し
た 

衝
上
断
層
で
隆
起
し
、
陸
上
に
姿
を
現
わ
し
、
そ
こ
か
ら
崩
れ
だ
し
た
岩
屑
が
大
阪
湾
の
浅
い
海
を
埋
め
て
次
々
と
陸
地
を
形
成
し 

た
処
が
現
在
の
主
な
当
市
の
市
街
地
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
云
わ
ば
第
三
紀
に
お
け
る
六
甲
山
地
の
誕
生
こ
そ
、
当
市 

の
生
活
舞
台
の
生
み
の
親
と
呼
ん
で
よ
い
。
す
な
わ
ち
前
輪
廻
の
侵
蝕
で
す
っ
か
り
低
平
化
さ
れ
た
土
地
が
隆
起
し
始
め
る
と
、
こ 

れ
ま
で
地
中
深
く
埋
ま
っ
て
い
た
風
化
に
弱
い
花
崗
岩
が
地
表
面
に
姿
を
現
わ
し
、
盛
ん
に
風
化
物
質
を
山
麓
に
送
り
出
し
始
め
た 
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し
、
隆
起
に
当
っ
て
住
吉
川
、
花
原
、
芦
屋
、
高
塚
山
断
層
そ
の
他
の
複
雑
な
断
層
で
地
盤
が
寄
木
細
工
を
積
み
重
ね
た
よ
う
に
こ 

わ
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
山
地
か
ら
流
れ
出
す
こ
と
に
な
り
た
芦
屋
川
、
宮
川
の
本
支
流
な
ど
の
大
小
の
若
い
侵
蝕
谷
の
山
地
侵
蝕 

力
は
一
層
ひ
ど
く
な
る
し
、
そ
の
結
果
山
地
か
ら
崩
壊
し
た
岩
屑
や
河
川
で
下
流
に
運
搬
さ
れ
た
土
砂
や
岩
礫
は
、
山
地
前
面
の
海 

を
埋
め
て
新
し
い
陸
地
を
つ
く
っ
た
。
そ
れ
ら
の
陸
地
が
間
歇
的
な
隆
起
で
一
段
商
い
台
地
と
な
る
と
、
台
地
前
面
の
海
が
や
が
て 

河
川
の
運
搬
し
た
土
砂
で
埋
め
ら
れ
て
、
台
地
前
面
に
沖
積
平
原
が
生
ま
れ
る
と
い
う
具
合
に
新
し
い
陸
地
が
続
々
誕
生
し
た
。
そ 

の
結
果
こ
の
せ
ま
い
市
域
に
平
地
都
市
で
は
見
ら
れ
ぬ
複
雑
な
生
活
舞
台
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

(2) 

複
雑
な
地
形 

山
地
の
急
傾
斜
面
と
平
坦
面 

六
甲
山
地
は
第
三
紀
以
後
の
隆
起
以
前
は
い
わ
ゆ
る
準
平
原
と
も
呼
ん
で
よ
い
平
坦
な
土
地
で
あ 

っ
た
。
し
か
し
前
述
の
通
り
、
隆
起
に
当
っ
て
複
雑
な
断
層
を
伴
っ
た
た
め
、
山
地
の
旧
態
も
か
な
り
変
形
さ
れ
て
人
々
の
生
活
に 

今
な
お
多
く
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
北
部
で
は
花
原
、
中
畑
を
結
ぶ
断
層
を
境
に
そ
の
北
部
の
六
甲
山
頂 

部
は
九
〇
〇
米
、
そ
の
南
の
砂
山
、
雷
山
（
五
六
五
米
）、
荒
地
山
（
五
四
八
米
）
等
中
央
山
地
部
が
五
〇
〇
米
と
い
う
具
合
に
差
別 

的
隆
起
を
行
っ
た
た
め
、
南
北
両
山
地
は
急
斜
面
で
花
原
、
中
畑
、
奥
池
一
帯
の
更
断
層
の
地
溝
帯
に
臨
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し 

て
両
急
傾
斜
面
に
囲
ま
れ
た
山
間
の
別
天
地
の
平
坦
地
は
時
に
は
ゴ
ル
フ
場
、
灌
漑
用
水
或
は
上
水
道
の
水
源
池
、
或
は
市
民
の
休 

養
地
と
し
て
重
き
を
な
す
原
因
に
も
な
っ
た
。 

こ
ん
な
具
合
で
地
盤
の
差
別
的
隆
起
の
影
響
を
受
け
て
低
地
の
ま
ま
残
さ
れ
た
地
域
は
、
多
面
的
な
利
用
が
早
く
か
ら
進
め
ら
れ 

て
き
た
が
、
地
塁
状
に
異
常
な
隆
起
を
み
、
侵
蝕
基
準
面
に
大
き
い
変
化
の
起
っ
た
お
多
福
山
、
石
宝
殿
山
等
の
山
頂
部
、
荒
地
山 

 



 

生 

活 

の 

舞 

台

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

九

   



 

第
一
章 

自
然
的
環
境

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

一
〇 

  
一
帯
の
中
腹
山
地
は
、
地
表
面
の
秩
父
古
生
層
が
蚕
食
さ
れ
地
中
の
花
崗
岩
が
姿
を
現
わ
す
と
同
時
に
花
崗
岩
山
地
特
有
の
雨
裂
、 

頽
岩
、
露
岩
、
散
岩
の
多
い
ひ
ど
い
悪
地
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
現
在
ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
客
で
賑
わ
っ
て
い
る
高
座
川
上
流
の 

ロ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ン
は
云
わ
ば
そ
の
代
表
的
な
土
地
で
あ
り
、
観
光
地
と
し
て
は
さ 

る
こ
と
な
か
ら
治
山
、
治
水
の
見
地
か
ら
み
る
と
裏
六
甲
の
坐
頭
谷
と
同
様
問
題 

と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
山
地
で
あ
ろ
う
。 

若
返
る
河
川 

住
吉
川
、
花
原
断
層
で
二
―
三
の
地
塊
に
切
断
さ
れ
た
六
甲
山 

地
が
、
更
に
そ
の
南
端
を
東
西
に
の
び
る
芦
屋
断
層
で
切
断
さ
れ
て
大
阪
湾
側
に 

急
傾
斜
の
衝
上
断
層
面
を
向
け
る
と
山
地
か
ら
多
量
の
岩
屑
が
海
上
に
流
下
す
る 

こ
と
に
な
っ
た
。
と
同
時
に
こ
の
地
に
流
域
を
も
つ
芦
屋
川
の
本
支
流
の
若
返
り 

が
ひ
ど
く
な
っ
た
。
芦
屋
川
下
流
の
水
車
谷
か
ら
そ
の
上
流
花
原
高
原
低
地
に
至 

る
芦
屋
川
の
本
支
流
の
河
床
附
近
に
見
ら
れ
る
断
崖
・
絶
壁
の
奇
勝
は
こ
の
よ
う 

な
過
程
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
地
盤
の
差
別
的
な
隆
起
に
伴
っ
て
河 

川
が
若
返
る
と
芦
屋
川
の
土
砂
の
運
搬
が
は
げ
し
く
な
っ
て
、
下
流
に
扇
状
三
角 

洲
を
形
成
す
る
動
機
に
な
っ
た
こ
と
は
後
で
詳
細
に
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。 

山
麓
の
台
地 

芦
屋
市
街
地
西
北
端
の
三
条
か
ら
そ
の
東
北
方
を
結
ぶ
芦
屋
衝
上
断
層
崖
下
の
海
を
埋
め
た
崩
壊
土
砂
が
、
そ
の 

後
の
地
盤
の
隆
起
で
陸
上
に
姿
を
現
わ
し
た
の
が
山
手
住
宅
地
と
し
て
有
名
な
山
麓
台
地
で
あ
る
。
六
甲
山
地
と
海
岸
の
沖
積
低
地 
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の
間
に
東
西
に
広
が
る
芦
屋
の
山
手
台
地
は
、
西
は
神
戸
、
東
は
西
宮
の
山
手
に
つ
づ
く
台
地
で
、
三
条
・
山
芦
屋
町
附
近
で
は
幅 

五
〇
―
六
〇
米
に
過
ぎ
な
い
が
、
東
す
る
に
つ
れ
幅
を
ま
し
、
山
手
・
東
芦
屋
・
東
山
町
で
は
一
粁
、
六
麓
荘
・
朝
日
ケ
丘
・
岩
園 

町
で
は
南
は
海
抜
高
度
二
五
〇
米
の
六
麓
荘
・
朝
日
ケ
丘
の
各
町
に
至
る
幅
二
・
五
粁
以
上
の
広
い
地
域
に
及
び
、
そ
の
西
部
は
交 

通
の
便
利
の
よ
い
芦
屋
川
畔
と
と
も
に
高
級
住
宅
地
と
し
て
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
き
た
。 

し
か
し
、
東
部
に
な
る
と
、
交
通
が
不
便
で
あ
る
上
に
、
宮
川
の
本
支
流
の
頭
部
侵
蝕
や
、
陸
地
化
後
山
地
よ
り
新
た
に
転
落
し 

て
き
た
崩
積
物
で
か
な
り
起
伏
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
特
に
芦
屋
駅
―
岩
園
―
高
塚
山
を
結
ぶ
高
塚
山
衝
上
断
層
の
南
北
一
帯
は 

そ
の
影
響
で
も
と
の
台
地
面
の
高
度
は
か
な
り
乱
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
ん
な
関
係
で
、
六
麓
荘
町
を
除
く
と
住
宅
地
化
と
し 

て
の
開
発
が
お
く
れ
た
。
し
か
し
戦
後
集
団
住
宅
地
化
が
す
す
み
、

近
で
は
大
規
模
な
高
層
住
宅
を
め
ざ
し
た
住
宅
地
造
成
が
急 

が
れ
、
今
後
の
住
宅
地
と
し
て
の
大
発
展
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。 

沖
積
低
地 

山
麓
の
更
新
層
の
台
地
と
南
の
大
阪
湾
岸
と
の
間
の
海
抜
三
〇
―
四
〇
米
以
下
の
海
岸
低
地
は
、
衝
上
断
層
崖
の
急 

傾
斜
面
を
流
下
し
た
芦
屋
川
、
宮
川
及
び
そ
れ
ら
の
河
川
の
名
残
川
と
も
み
ら
れ
る
傍
示
川
、
江
尻
川
、
堀
切
川
等
の
運
搬
し
た
砂 

礫
堆
積
物
か
ら
な
る
扇
状
三
角
洲
で
、
当
市
の
主
要
生
活
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
他
の
河
川
に
く
ら
べ
て
、
背
後
に
広
い 

花
崗
岩
の
崩
壊
地
域
を
擁
し
、
六
甲
山
系
の
な
か
で
は
住
吉
川
、
都
賀
川
に
勝
る
ほ
ど
の
河
床
勾
配
の
大
き
い
芦
屋
川
の
堆
積
作
用 

は
盛
ん
で
あ
っ
た
か
ら
、
山
麓
の
傾
斜
変
換
地
点
と
も
云
う
べ
き
水
車
谷
附
近
を
頂
点
と
し
西
は
本
山
、
東
は
宮
川
河
口
を
底
辺
と 

す
る
扇
状
三
角
洲
を
つ
く
っ
た
。
ま
た
近
来
同
河
川
の
上
流
部
に
多
数
の
砂
防
堰
堤
が
完
成
し
、
砂
磯
の
流
下
量
は
急
激
に
減
少
し 

た
が
、
そ
れ
ら
の
工
事
が
施
行
さ
れ
る
以
前
で
は
、
大
量
の
土
砂
が
不
断
に
運
ば
れ
た
関
係
で
そ
れ
ら
の
土
砂
は
河
床
に
う
ず
高
く 
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堆
積
し
で
河
床
を
高
め
、
そ
の
結
果
頻
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
洪
水
防
止
の
目
的
で
護
岸
工
事
が
進
め
ら
れ
、
堤
防
上
に
は
流
木
土 

砂
岩
塊
の
溢
出
の
防
止
を
目
的
と
し
た
松
樹
が
植
林
さ
れ
た
り
し
た
。
そ 

の
結
果
、
芦
屋
川
河
畔
も
花
崗
岩
地
域
を
流
れ
る
河
川
に
あ
り
が
ち
な
河 

床
は
附
近
の
低
地
よ
り
数
米
も
高
く
、
鉄
道
を
敷
設
す
る
に
は
ト
ン
ネ
ル 

を
以
て
河
床
底
を
通
過
す
る
よ
り
外
に
手
の
な
い
、
い
わ
ゆ
る
天
井
川
風 

景
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

移
り
変
わ
る
芦
屋
川
畔
の
風
景 

河
床
が
附
近
の
低
地
よ
り
数
米
高
い 

芦
屋
川
畔
は
、
洪
水
の
危
険
も
そ
れ
だ
け
大
き
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
し 

砂
礫
の
多
い
土
壌
は
、
農
耕
地
と
し
て
は
恵
ま
れ
ず
、
第
一
次
産
業
が
主 

な
生
業
で
あ
っ
た
明
治
以
前
で
は
、
当
地
域
の
開
発
に
大
き
い
支
障
を
も 

た
ら
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
近
代
都
市
の
住
宅
地
と
し
て
み
る
と
芦
屋
川 

畔
の
天
井
川
式
の
地
形
は
、
土
地
は
高
燥
で
あ
り
、
地
下
水
は
清
浄
で
あ 

り
、
堤
防
上
の
老
松
と
そ
の
間
を
流
れ
る
地
表
水
と
の
織
り
な
す
風
致
は 

低
湿
な
沖
積
平
野
に
み
ら
れ
ぬ
住
宅
地
と
し
て
理
想
的
な
条
件
を
数
多
く 

備
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
ん
な
事
情
で
あ
っ
た
か
ら
母
市
大
阪
・
神
戸 

市
の
密
住
化
が
ひ
ど
く
な
り
、
そ
の
地
の
在
住
者
が
環
境
衛
生
の
快
適
な 
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住
宅
地
を
郊
外
に
求
め
だ
す
と
芦
屋
川
畔
は
住
吉
川
畔
と
と
も
に
関
西
富
豪
の
住
宅
が
軒
を
な
ら
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ 

う
し
て
こ
の
地
の
住
宅
地
化
が
著
し
く
な
る
と
、
遂
に
自
然
堤
防
上
に
ま
で
宅
地
が
進
出
し
、
旧
河
床
の
一
部
は
埋
め
ら
れ
、
護
岸 

註
① 

用
の
松
樹
は
追
々
伐
採
さ
れ
、
往
時
幅
一
五
〇
米
前
後
に
及
ん
だ
芦
屋
川
河
畔
の
自
然
的
な
眺
め
は
、
次
第
に
跡
を
絶
っ
て
き
た
。 

と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
土
砂
で
主
と
し
て
固
め
ら
れ
て
い
た
河
岸
は
洪
水
時
の
水
蝕
に
備
え
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
石
垣
で
護
岸
さ
れ 

河
床
に
は
下
刻
作
用
に
よ
る
河
道
の
破
壊
を
防
止
す
る
意
味
で
堰
堤
が
な
ら
び
、
河
床
は
敷
石
で
埋
め
ら
れ
た
り
し
て
自
然
の
河
川 

ら
し
い
姿
は
消
え
さ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
既
に
天
井
川
的
な
美
し
い
姿
を
歴
史
で
し
の
ぶ
ほ
か
な
く
な
っ
て
雑
踏
の
巷
と
な
っ
た
神 

戸
市
内
の
河
川
の
先
例
を
思
う
と
き
、
芦
屋
川
の
河
畔
風
景
の
変
貌
は
住
宅
都
市
芦
屋
の
将
来
か
ら
見
て
惜
し
ま
れ
る
。 

註
(１) 

芦
屋
市
史 

史
料
編
第
一 

頁
三
四 

後
退
す
る
海
岸
線 

宮
川
は
集
水
面
積
が
せ
ま
い
上
、
河
床
の
傾
斜
が
大
き
く
な
い
。
こ
ん
な
関
係
で
河
口
附
近
は
運
搬
す
る
土 

砂
に
よ
る
海
底
の
埋
積
が
お
く
れ
、
河
口
の
海
岸
線
の
進
出
が
お
く
れ
が
ち
で
不
健
康
な
低
湿
地
で
あ
る
こ
と
は
芦
屋
川
と
住
吉
川 

の
扇
状
三
角
洲
の
移
り
変
わ
る
場
所
と
も
い
う
べ
き
青
木
、
深
江
の
海
岸
と
よ
く
似
て
い
る
。
し
か
し
同
じ
芦
屋
の
河
川
の
な
か
で 

も
芦
屋
川
と
な
る
と
、
住
吉
川
と
同
様
六
甲
山
麓
の
河
川
の
う
ち
で
特
に
河
床
傾
斜
が
大
き
く
集
水
面
積
が
広
い
の
で
、
河
口
附
近 

の
海
岸
線
の
進
出
は
古
来
特
に
大
き
く
、
近
世
開
発
の
臨
海
新
田
集
落
の
辰
新
田
、
伊
勢
講
田
、
古
新
田
な
ど
も
今
で
は
内
陸
深
く 

後
退
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
に
盛
ん
で
あ
っ
た
芦
屋
川
の
多
量
の
運
搬
物
に
よ
る
造
陸
作
用
も
、
明
治
以
降
の
治
水
を
目 

的
と
し
た
河
道
の
改
修
、
護
岸
工
事
の
進
捗
、
こ
と
に
上
流
部
一
帯
山
地
の
砂
防
工
事
の
成
功
で
急
激
に
衰
え
を
み
せ
て
来
た
。
そ 

の
結
果
阪
神
の
海
岸
に
沿
っ
て
東
流
す
る
沿
岸
潮
流
に
よ
る
海
岸
線
の
蚕
食
度
合
は
河
川
の
海
底
埋
積
作
用
を
上
廻
る
結
果
に
な
り 
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今
で
は
芦
屋
川
の
三
角
洲
の
成
長
は
停
止 

す
る
ど
こ
ろ
か
逆
に
海
岸
線
の
後
退
が
目 

立
ち
始
め
、
臨
海
集
落
に
新
し
い
悩
み
の 

種
を
蒔
く
こ
と
に
な
っ
た
。
芦
屋
川
三
角 

洲
の
尖
状
形
態
は
そ
の
現
わ
れ
で
あ
り
、 

註
① 

明
治
の
末
年
頃
を
基
準
に
取
る
と
現
在
の 

芦
屋
川
河
口
か
ら
一
〇
〇
米
後
退
し
、
大 

正
中
期
か
ら
み
て
も
六
〇
米
も
後
退
し
た 

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
沿
岸
流 

の
影
響
で
江
尻
川
河
口
附
近
に

近
多
少 

の
海
岸
線
の
進
出
を
み
と
め
る
と
し
て
も 

当
市
の
主
要
生
活
舞
台
で
あ
る
芦
屋
川
扇 

状
三
角
洲
の
海
岸
線
の
後
退
は
、
治
山
治 

水
工
事
の
進
捗
と
呼
応
し
て
避
け
得
ら
れ 

な
く
な
っ
た
の
も
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
そ 

の
結
果
台
風
時
に
お
け
る
高
潮
に
備
え
て 
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防
潮
堤
の
構
築
の
必
要
を
切
実
な
ら
し
め
た
。
こ
う
し
て
芦
屋
市
の
海
岸
に
高
潮
に
備
え
て
尼
崎
付
近
か
ら
延
々
た
る
防
潮
堤
が
で 

き
上
っ
て
み
る
と
高
潮
に
よ
る
臨
海
地
域
の
被
害
は
一
応
避
け
る
こ
と
が 

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
の
海
岸
の
風
景
美
は
こ
わ
さ
れ
、
そ 

れ
が
電
鉄
の
軌
道
な
ど
と
呼
応
し
豪
雨
時
の
排
水
を
妨
げ
る
よ
う
に
な
っ 

た
の
は
皮
肉
で
あ
る
。 

註
(１) 

上
治
寅
次
郎 

芦
屋
市
地
質
調
査
報
告
書 

一
九
四
八
年 

高
度
、
起
伏
と
傾
斜 

前
述
の
通
り
芦
屋
市
域
は
海
抜
九
〇
〇
余
米
の 

東
六
甲
山
を

高
と
し
た
六
甲
山
地
と
そ
の
山
麓
に
発
進
し
た
洪
積
台
地 

註
① 

や
沖
積
平
野
か
ら
で
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
市
域
の
高
度
別
の
割
合
を
求 

め
る
と
、
海
抜
高
度
五
〇
〇
米
以
上
の
中
山
性
山
地
が
市
域
の
一
七
―
一 

八
％
を
占
め
、
海
抜
一
〇
〇
米
以
下
の
低
地
並
に
二
〇
〇
米
以
下
の
台
地 

が
そ
れ
ぞ
れ
残
り
の
半
ば
を
占
め
る
と
い
う
具
合
で
市
域
全
体
の
高
度
は 

さ
し
て
大
き
く
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
地
表
面
の
傾
斜
の
割
合
を
求
め
る
と 

地
表
傾
斜
百
分
率
五
％
、
二
〇
％
以
下
の
地
域
並
び
に
二
五
％
以
上
の
地 

域
が
そ
れ
ぞ
れ
全
市
域
の
三
分
の
一
を
占
め
、
平
地
と
呼
ん
で
よ
い
地
表 

傾
斜
二
―
三
％
内
外
と
み
ら
れ
る
平
坦
地
は
全
市
域
の
二
〇
％
を
占
め
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に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
市
域
全
体
の
高
度
は
さ
し
て
大
き
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
域
の
傾
斜
は
か
な
り
大
き
く
、
臨
海
沖
積 

地
の
都
市
と
は
変
わ
っ
た
自
然
的
な
趣
が
見
受
け
ら
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
地
球
表
面
に
現
わ
れ
て
い
る
地
表
の
起
伏
や
傾
斜
な
ど
は
、
云
わ
ば
前
輪
廻
時
代
に
お
け
る
地
表
面
の
侵
蝕
状
況
或
は 

海
辺
よ
り
の
距
離
や
海
抜
高
度
に
支
配
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
当
市
の
場
合
谷
の
密
度
の
異
常
的
な
分
布
状
況
で
も
分
る
通
り
、
六 

甲
山
地
一
帯
の
隆
起
に
伴
う
地
盤
運
動
の
影
響
で
山
地
の
高
度
と
地
表
傾
斜
率
と
の
関
係
は
か
な
り
乱
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
地 

表
傾
斜
二
〇
―
三
〇
％
前
後
以
上
の
急
傾
斜
地
が
六
甲
山
頂
部
近
く
に
広
が
っ
て
い
る
か
と
思
う
と
、
同
様
の
急
傾
斜
地
が
六
甲
山 

地
中
腹
の
芦
屋
川
本
流
両
岸
、
並
び
に
そ
の
下
流
の
山
麓
台
地
末
端
部
に
広
が
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
反
対
に
芦
屋
川
、
宮
川
の
扇 

状
三
角
洲
面
上
の
緩
傾
斜
面
に
次
ぐ
緩
傾
斜
面
が
剣
谷
国
有
林
山
地
を
隔
て
て
、
そ
の
北
斜
面
の
芦
屋
川
上
流
部
に
広
が
る
な
ど
地 

表
傾
斜
と
山
地
の
高
度
と
の
関
係
は
極
め
て
複
雑
で
あ
る
。 

註
(１) 

稲
見
悦
治 

急
坂
都
市
に
於
け
る
住
宅
地
の
傾
斜
と
そ
の
限
界
―
急
坂
都
市
芦
屋
の
場
合
― 

神
戸
大
学
文
学
部 

〝
研
究
″ 

八
号 

一
九
五
五
年 

参 

考 

文 

献 

(１) 

本
間
不
二
男 

六
甲
山
地
の
形
式 

地
球 

一
〇
巻
四
号 
一
九
二
八
年 

(２) 

上
治
寅
次
郎 

六
甲
山
塊
南
麓
に
於
け
る
新
生
低
地
発
達
に
関
す
る
考
察 

地
球 

二
五
巻
三
号 

一
九
三
六
年 

(３) 

脇
水
鉄
五
郎 

車
窓
か
ら
見
た
自
然
界 

東
海
道 

同 

山
陽
道 

一
九
四
二
年 

(４) 

稲

見

悦

治 

天
井
川
雑
観 

地
理
教
育 

三
三
巻
五
号 

一
九
四
〇
年 

(５) 

山
本
吉
之
助
他 

神
戸
市
近
郊
の
区
分
調
査
に
つ
い
て 

一
九
三
九
年 
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一
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(3) 
地
質
の
構
造
と
地
下
資
源 

芦
屋
市
域
の
三
分
の
二
を
占
め
る
山
地
は
主
と
し
て
花
崗
岩
で
お
お
わ
れ
、
残
り
の
三
分
の
一
の
地
域
は
山
地
か
ら
の
崩
積
層
及 

び
新
生
代
の
成
層
岩
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
山
地
に
花
崗
岩
に
交
っ
て
更
新
層
が
散
見
し
、
市
域
の
せ
ま
い
割
合
に
地
形 

と
同
様
地
質
構
造
も
か
な
り
複
雑
で
あ
る
。 

花
崗
岩 

芦
屋
市
の
山
地
に
広
く
露
出
す
る
花
崗
岩
は
地
殼
深
く
で
岩
漿
が
固
ま
っ
た
当
時
の
状
況
に
応
じ
て
黒
雲
母
花
崗
岩
、 

粗
粒
黒
雲
母
花
崗
岩
、
巨
晶
花
崗
岩
、
細
粒
花
崗
岩
及
び
班
状
花
崗
岩
等
そ
の
種
類
が
多
い
。
と
り
わ
け
生
成
が
早
く
六
甲
山
地
一 

帯
の
花
崗
岩
の
主
体
を
な
し
て
い
る
黒
雲
母
花
崗
岩
及
び
粗
粒
黒
雲
母
花
崗
岩
の
う
ち
、
前
者
は
芦
屋
断
層
以
北
の
山
腹
の
中
畑
・ 

砂
山
・
芦
屋
川
支
流
の
石
仏
谷
・
石
釜
谷
及
び
山
頂
の
石
宝
殿
附
近
に
広
く
露
出
し
、
後
者
は
同
じ
く
山
腹
の
荒
地
山
・
ロ
ッ
ク
ガ 

ー
デ
ン
・
剣
谷
国
有
林
・
芦
屋
川
中
流
の
八
幡
谷
・
黒
越
谷
・
花
原
か
ら
更
に
山
頂
南
斜
面
の
熊
笹
峠
附
近
に
広
く
分
布
し
て
い
る
。 

ま
た
粗
粒
花
崗
岩
の
一
種
と
も
み
ら
れ
る
巨
晶
花
崗
岩
は
芦
屋
川
本
流
沿
岸
、
椿
谷
及
び
そ
の
支
流
黒
越
谷
か
ら
花
原
ゴ
ル
フ
場
へ 

の
路
傍
に
姿
を
見
せ
て
い
る
。
こ
と
に
粗
粒
黒
雲
母
花
崗
岩
は
、
花
崗
岩
の
内
で
も
特
に
物
理
的
風
化
に
弱
い
岩
石
で
あ
る
か
ら
風 

化
岩
屑
が
そ
の
ま
ま
山
頂
を
つ
つ
む
と
植
物
の
生
育
も
稀
な
荒
涼
と
し
た
風
景
が
展
開
さ
れ
や
す
い
。
既
に
の
べ
た
高
座
川
流
域
の 

ロ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ン
一
帯
の
風
景
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
岩
石
の
風
化
の
は
げ
し
い
山
地
が
あ
っ
て
始
め
て
多
量 

の
岩
屑
が
山
麓
崖
下
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
当
市
の
山
麓
地
帯
以
南
の
主
要
生
活
舞
台
の
出
来
上
っ
た
直
接
の
原 

因
は
こ
の
山
地
の
存
在
に
あ
っ
た
。 

黒
雲
母
・
粗
粒
黒
雲
母
・
巨
晶
花
崗
岩
に
次
い
で
生
成
さ
れ
た
細
粒
花
崗
岩
及
び
班
状
花
崗
岩
と
な
る
と
、
花
原
断
層
以
北
の
山 
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二
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頂
部
そ
の
他
に
露
出
し
て
い
る
が
、
粗
粒
花
崗
岩
に
く
ら
べ
て
風
化
に
対
し
て
抵
抗
力
が
大
き
い
の
で
、
中
腹
の
粗
粒
花
崗
岩
地
帯 

ほ
ど
山
地
の
崩
壊
度
が
ひ
ど
く
な
い
。 

秩
父
古
生
層 

成
層
岩
の
う
ち
起
源
の
古
い
秩
父
古
生
層
は
、
更
新
世
の
頃
ま
で
は
現
在
六
甲
山
地
に
広
く
露
出
し
て
い
る
花
崗 

岩
を
覆
っ
て
広
い
範
囲
に
分
布
し
て
い
た
ら
し
く
、
現
在
山
麓
の
更
断
層
の
砂
礫
層
中
に
秩
父
古
生
層
に
起
源
を
も
つ
砂
礫
が
甚
だ 

多
い
の
は
そ
の
現
わ
れ
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
六
甲
山
地
の
花
崗
岩
地
帯
を
広
く
覆
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
秩
父
古
生
層 

も
山
地
の
隆
起
に
応
じ
て
侵
蝕
さ
れ
、
今
で
は
芦
屋
川
の
支
流
高
座
川
の
中
流
或
は
芦
屋
川
上
流
の
花
原
の
東
お
多
福
山
附
近
に
局 

限
さ
れ
て
い
る
。
高
座
川
中
流
の
秩
父
古
生
層
は
黒
色
炭
素
質
粘
板
岩
、
頁
岩
或
は
花
崗
岩
と
の
接
触
変
成
に
よ
る
変
質
粘
板
岩 

（
ホ
ー
ン
フ
ェ
ル
ス
）
か
ら
で
き
、
接
触
変
質
で
硬
質
に
な
っ
た
変
質
粘
板
岩
は
バ
ラ
ス
の
材
料
と
し
て
採
石
さ
れ
て
い
る
。
ま
た 

東
お
多
福
山
附
近
の
変
質
の
は
げ
し
い
粘
板
岩
、
砂
質
粘
板
岩
の
互
層
か
ら
で
き
た
秩
父
古
生
層
は
住
吉
、
花
原
そ
の
他
の
断
層
で 

裁
断
さ
れ
、
同
地
層
堆
積
後
の
地
殼
変
動
の
は
げ
し
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。 

更
新
層 

成
層
岩
の
う
ち
起
源
の
古
い
秩
父
古
生
層
が
六
甲
山
地
の
高
処
部
に
散
在
し
て
い
る
の
に
対
し
、
起
源
の
新
し
い
砂
礫 

或
は
泥
岩
等
か
ら
な
る
更
断
層
は
海
抜
高
度
四
〇
〇
―
五
〇
〇
米
の
山
腹
、
同
じ
く
一
五
〇
―
三
〇
米
の
山
麓
部
に
花
崗
岩
地
域
を 

隔
て
て
分
布
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
山
腹
の
更
新
層
は
奥
池
か
ら
花
原
に
か
け
て
の
高
原
状
台
地
の
別
天
地
と
な
り
、
山
麓
の
更
新 

層
は
三
条
か
ら
六
麓
荘
に
か
け
て
の
山
麓
の
高
燥
住
宅
街
に
広
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
同
一
の
性
質
を
有
す
る
新
生
代 

地
層
が
幅
数
粁
、
垂
直
高
度
差
四
〇
〇
―
五
〇
〇
米
を
以
て
散
在
し
て
い
た
り
、
ま
た
厚
さ
一
〇
〇
米
内
外
の
更
新
層
は
砂
礫
、
泥 

岩
な
ど
か
ら
な
る
下
部
の
淡
水
性
地
層
と
泥
岩
、
礫
岩
、
砂
層
或
は
砂
及
び
泥
岩
の
互
層
か
ら
な
る
鹹
水
性
の
地
層
と
が
整
合
に
堆 
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積
し
て
い
た
り
し
て
い
る
点
な
ど
、
当
市
附
近
の
陸
化
の
過
程
を
知
る
上
に
極
め
て
興
味
の
あ
る
地
学
的
現
象
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な 

い
。
ま
た
花
原
か
ら
奥
池
に
至
る
山
腹
の
台
地
に
今
な
お
珍
ら
し
く
低
地
が
残
存
し
、
泥
炭
地
に
特
有
な
植
物
の
自
生
す
ら
見
ら 

れ
、
低
湿
地
か
ら
泥
炭
地
へ
の
移
行
が
新
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
も
興
味
が
深
い
。 

現
世
層 

山
腹
の
高
原
低
地
の
周
辺
並
び
に
山
麓
か
ら
海
岸
に
か
け
て
の
低
地
部
を
お
お
っ
て
い
る
の
が
現
世
層
で
あ
る
。
急
傾 

斜
地
を
背
後
に
控
え
た
山
麓
崖
下
の
崩
積
層
は
山
地
の
急
傾
斜
地
よ
り
転
落
し
た
岩
塊
、
岩
礫
、
岩
片
よ
り
な
り
、
時
に
は
直
径
一 

米
以
上
の
岩
塊
す
ら
交
え
て
い
る
し
、
そ
れ
ら
の
岩
屑
は
河
川
に
運
搬
さ
れ
て
旧
浅
海
を
埋
め
た
結
果
が
現
在
当
市
の
主
要
生
活
舞 

台
と
な
っ
て
い
る
芦
屋
川
そ
の
他
の
形
成
に
か
か
る
扇
状
三
角
洲
に
当
る
沖
積
低
地
で
あ
る
。 

地
下
資
源 

一
般
に
巨
晶
花
崗
岩
、
粗
粒
花
崗
岩
に
は
各
種
金
属
鉱
物
や
非
金
属
鉱
物
を
伴
い
や
す
い
。
本
市
域
で
も
芦
屋
川
支 

流
椿
谷
川
の
上
流
及
び
芦
屋
川
中
流
の
弁
天
岩
附
近
に
銅
鉱
脈
、
そ
の
東
北
方
八
幡
谷
川
上
流
に
高
陵
土
鉱
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い 

る
。
ま
た
芦
屋
川
本
流
並
び
に
支
流
の
更
新
世
の
粘
土
の
中
に
褐
炭
が
埋
蔵
さ
れ
た
り
し
て
い
る
が
採
鉱
稼
行
さ
れ
る
に
至
っ
て
い 

な
い
。
僅
か
に
芦
屋
川
底
の
花
崗
岩
砂
礫
や
山
芦
屋
そ
の
他
に
み
ら
れ
る
秩
父
古
生
層
の
崩
壊
礫
や
打
出
台
地
の
粘
土
な
ど
が
若
干 

利
用
さ
れ
て
い
る
程
度
に
過
ぎ
な
い
。 

鉱
泉 

芦
屋
市
域
は
地
塊
運
動
が
は
げ
し
か
っ
た
六
甲
山
地
の
一
部
に
当
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
関
係
で
地
下
の
構
造
線
に
沿
っ
て 

数
か
所
の
鉱
泉
の
湧
出
地
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
芦
屋
断
層
と
芦
屋
川
の
交
叉
点
近
く
の
芦
屋
川
鉱
泉
、
高
塚
山
断
層
に 

関
係
あ
り
と
み
ら
れ
る
岩
園
町
の
瓢
箪
池
鉱
泉
、
前
池
鉱
泉
、
宮
川
上
流
侵
蝕
谷
上
の
朝
日
ケ
丘
鉱
泉
及
び
花
原
断
層
に
関
係
の
深 

い
奥
池
鉱
泉
等
そ
の
数
は
必
ず
し
も
少
く
な
い
が
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
利
用
価
値
は
小
さ
い
。 
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参 

考 

文 

献 
(１) 
上
治
寅
次
郎 

芦
屋
市
地
質
調
査
報
告
書 

一
九
五
三
年 

(２) 
同 

 
 

 
 

六
甲
山
塊
南
麓
に
於
け
る
新
生
代
地
層
と
そ
の
構
造 

地
球 

二
五
巻
五
号 

一
九
三
六
年 

(３) 

新
光
社 

 
 

改
訂
日
本
地
理
風
俗
大
系 

近
畿
篇 

一
九
三
五
年 

(4) 

地
下
水
の
状
態 

上
水
道
の
普
及
が
め
ざ
ま
し
く
な
っ
て
き
た
今
日
で
は
、
地
下
水
面
の
深
さ
や
そ
の
性
質
は
そ
れ
以
前
ほ
ど
市
民
の
生
活
に
重
要 

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
上
水
道
の
普
及
以
前
で
は
、
地
下
水
面
の
深
さ
や
性
質
如
何 

は
集
落
の
位
置
及
び
発
達
方
向
を
規
定
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
河
水
が
伏
流
し
が
ち
で
あ
っ
た
当
市
の
場
合
地
下 

水
の
状
況
は
、
古
代
集
落
の
位
置
及
び
そ
の
後
の
発
達
方
向
を
左
右
す
る
有
力
な
要
素
で
あ
っ
た
。 

地
下
水
面
の
深
さ 

芦
屋
市
街
地
の
地
下
水
面
の
高
さ
を
み
る
と
、
阪
急
電
鉄
軌
道
以
北
の
洪
積
台
地
上
の
三
条
、
朝
日
ケ
丘
、 

山
芦
屋
町
な
ど
で
は
地
下
水
面
ま
で
の
深
さ
一
〇
米
を
越
え
る
と
こ
ろ
も
珍
ら
し
く
な
く
、
岩
園
町
な
ど
で
は
二
〇
米
を
越
え
る
と 

こ
ろ
が
み
ら
れ
る
。
岩
園
町
一
帯
の
開
発
が
主
と
し
て
近
世
以
降
に
な
っ
た
の
も
灌
漑
用
水
と
同
時
に
こ
の
飲
料
水
の
入
手
難
に
あ 

註
① 

っ
た
こ
と
は
西
宮
の
山
手
上
ケ
原
台
地
の
場
合
と
同
様
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

前
述
の
通
り
当
市
で
は
山
麓
高
位
台
地
の
地
下
水
面
は
深
い
。
し
か
し
芦
屋
、
高
塚
山
断
層
な
ど
で
高
位
山
麓
台
地
と
隔
て
ら
れ 

た
打
出
の
低
位
台
地
、
芦
屋
川
河
畔
の
沖
積
低
地
に
な
る
と
急
激
に
浅
く
な
り
、
西
山
・
三
条
町
あ
た
り
で
は
、
地
下
水
瀑
布
線
ら 

し
い
も
の
が
現
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
阪
急
軌
道
以
南
で
は
地
下
水
面
ま
で
の
深
さ
の

も
大
き
い
月
若
・
三
条
・
打
出
南
宮 

町
附
近
で
も
七
―
八
米
、
阪
神
軌
道
附
近
で
は
三
―
四
米
、
更
に
臨
海
地
域
の
伊
勢
・
松
浜
町
に
も
な
る
と
二
米
前
後
と
い
う
具
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に
山
麓
か
ら
海
岸
に
す
す
む
に
つ
れ
て
地
下
水
面
は
徐
々
に
浅
く
な
っ
て
い
る
。
こ
ん
な
具
合
に
芦
屋
市
街
地
の
地
下
水
面
の
深
さ 

は
ほ
ぼ
海
抜
高
度
に
比
例
し
て
変
化
し
て
い
る
が
、
国
鉄
芦
屋
駅
を
中
心
と
す
る
地
域
に
は
宙
水
地
域
と
も
み
ら
れ
る
独
立
し
た
浅 

井
地
域
が
横
ぎ
っ
て
い
る
。
旧
西
打
出
村
、
す
な
わ
ち
現
在 

の
上
宮
川
町
附
近
が
、
芦
屋
川
の
渓
口
、
西
国
街
道
沿
い
の 

一
帯
に
な
ら
ん
で
早
く
か
ら
集
落
が
成
立
し
た
の
も
、
こ
の 

附
近
の
独
自
の
地
下
水
面
の
深
さ
の
異
常
に
関
係
が
あ
っ
た 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

註
(１) 

渡
辺
久
雄 

甲
東
村 

頁
一
三
四
以
下 

一
九
四
二
年 

ク
ロ
ー
ル
水
素
・
イ
オ
ン
濃
度
の
分
布 

市
街
地
の
井
水 

の
塩
素
イ
オ
ン
の
含
有
量
は
、
井
戸
の
所
有
地
や
附
近
の
環 

境
で
多
少
変
わ
っ
て
い
る
が
、
一
般
に
塩
素
イ
オ
ン
の
含
有 

量
の
多
い
井
戸
が
比
較
的
多
い
。
地
域
別
に
み
る
と
、
芦
屋 

川
河
口
に
近
い
松
浜
町
一
帯
及
び
宮
川
以
東
か
ら
江
尻
川
以 

西
の
打
出
西
蔵
・
南
宮
町
に
か
け
て
の
臨
海
低
地
の
井
戸
水 

に
は
、
塩
素
イ
オ
ン
含
有
量
が
特
に
多
く
、
海
水
の
混
入
が
か
な
り
大
き
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
し
か
し
市
街
地
の
中
央
部
宮 

川
・
茶
屋
・
宮
塚
の
各
町
の
井
戸
に
な
る
と
、
地
下
水
面
の
深
さ
や
海
抜
高
度
と
の
関
係
か
ら
分
る
通
り
に
、
海
水
の
滲
透
に
よ
る 
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悪
影
響
が
殆
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。 

一
方
、
井
水
中
に
含
ま
れ
て
い
る
水
素
イ
オ
ン
濃
度
す
な
わ
ち 

P
 
H
 

に
つ
い
て
み
る
と
、
当
市
街
地
の
井
水
は
弱
酸
性
を
示
し 

て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
。
し
か
し
業
平
町
か
ら
打
出
に
か
け
て
の
井
水
の
酸
性
度
は
一
層
高
ま
り
、
海
岸
低
地
の
井
水
は
海
水
の
影 

響
も
あ
っ
て
酸
性
か
ち
中
性
へ
の
移
行
の
状
態
が
示
さ
れ
て
く
る
。 

要
す
る
に
芦
屋
市
街
地
の
地
下
水
位
は
海
抜
高
度
に
一
応
支
配
さ
れ
て
い
る
が
芦
屋
川
・
宮
川
扇
状
三
角
洲
で
は
そ
の
滲
透
水
の 

影
響
を
受
け
地
下
水
位
等
高
線
が
乱
れ
、
臨
海
地
域
は
海
水
の
影
響
で
か
な
り
水
質
に
異
状
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。 

参 

考 

文 

献 

(１) 

前
掲
書 

芦
屋
布
地
質
調
査
報
告
書 

一
九
五
三
年 

(5) 

瀬
戸
内
式
の
気
候 

温
暖
な
気
温
と
少
い
雨
量 

芦
屋
市
は
瀬
戸
内
海
の
東
の
端
大
阪
湾
に
臨
ん
で
い
る
。
こ
ん
な
関
係
で
気
温
の
温
和
な
晴
天
の
多 

い
瀬
戸
内
式
気
候
に
属
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
北
に
海
抜
九
〇
〇
余
米
の
六
甲
山
地
を
控
え
南
は
大
阪
湾
に
臨
ん
で
い
る
の
で
冬
の 

北
西
季
節
風
も
六
甲
連
山
に
さ
え
ぎ
ら
れ
、
一
月
の
平
均
気
温
も
四
―
五
度
と
い
う
暖
さ
で
あ
り
、
夏
の
暑
さ
も
海
上
よ
り
吹
い
て 

く
る
海
軟
風
に
和
げ
ら
れ
て
二
七
―
二
八
度
に
止
ま
り
、
年
平
均
気
温
一
六
―
一
七
度
の
快
適
な
気
温
を
示
す
。
ま
た
ま
わ
り
を
山 

地
に
囲
ま
れ
た
大
阪
湾
に
臨
ん
で
い
る
た
め
年
間
の
降
水
量
も
一
一
〇
〇
粍
内
外
と
い
う
少
さ
で
あ
り
、
季
節
風
の
交
替
時
期
に
当 

る
六
月
や
九
月
で
も
月
間
の
降
水
量
は
二
〇
〇
粍
に
達
す
る
こ
と
さ
え
稀
で
あ
る
。
ま
た
冬
期
な
ど
で
は
五
〇
粍
に
も
達
し
な
い
有 

様
で
、
年
間
の
晴
天
日
数
は
二
〇
〇
日
を
越
え
る
と
い
う
具
合
で
、
晴
天
が
よ
く
つ
づ
く
。 
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卓
越
す
る
西
風 

風
向
は
本
邦
他
の
地
域
と
同
様
一
般
に
夏
は
海
上
か
ら
の
南
西
或
は
南
風
が
卓
越
す
る
が
、
海
陸
の
気
圧
差
が 

さ
し
て
大
き
く
な
い
の
で
風
速
も
目
立
つ
ほ
ど
の
強
さ
を
示
さ
な
い
。
む
し
ろ
六
甲
山
越
し
の
冬
の
西
或
は
西
北
の
風
が
強
く
意
識 

さ
れ
る
。
年
間
を
通
じ
て
み
た
ら
西
風
が
多
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
地
形
の
関
係
か
ら
起
る
夏
の
海
陸
軟
風
の
け
じ
め
は
大
き
く
、 

両
者
の
交
替
時
期
に
当
る
朝
夕
の
凪
に
な
や
ま
さ
れ
る
の
も
瀬
戸
内
地
方
に
共
通
に
見
ら
れ
る
現
象
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

要
す
る
に
芦
屋
市
街
地
の
気
候
は
、
夏
の
朝
夕
凪
的
な
蒸
し
暑
さ
が
避
け
が
た
い
と
し
て
も
、
東
京
、
京
都
、
福
岡
等
の
本
邦
の 

代
表
的
都
市
の
気
候
に
く
ら
べ
て
も
気
温
の
年
変
化
が
少
い
し
、
乾
燥
度
が
高
く
、
風
も
一
般
に
弱
い
と
い
う
有
様
で
本
邦
で
も
珍 

ら
し
い
快
適
な
気
候
を
示
す
都
市
と
云
っ
て
よ
い
。 

参 

考 

文 

献 

(１) 

芦
屋
国
際
文
化
住
宅
都
市
建
設
計
画
書
（
中
）
資
料
分
析
篇 

頁
六
六
―
九
九 

一
九
四
九
年 

(6) 

植 

生 

植
相 

芦
屋
市
域
の
主
要
部
分
を
占
め
る
六
甲
山
地
の
植
物
は
、
元
来
暖
帯
林
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
地
表
面
は
風
化
し
や
す 

い
花
崗
岩
や
そ
れ
の
崩
壊
し
た
岩
屑
か
ら
で
き
た
更
新
層
や
沖
積
層
で
お
お
わ
れ
て
い
る
上
、
近
年
人
工
的
な
破
壊
が
ひ
ど
く
な
っ 

た
の
で
本
来
の
暖
帯
林
相
は
殆
ん
ど
姿
を
消
し
第
二
次
的
林
相
で
お
お
わ
れ
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
。
芦
屋
市
域
の
場
合
も
同
様
で 

海
岸
附
近
や
山
麓
台
地
に
か
け
て
第
二
次
的
森
林
と
呼
ん
で
よ
い
黒
松
、
赤
松
が
多
い
し
、
そ
れ
ら
の
松
樹
も
地
味
の
関
係
で
多
く 

は
曲
幹
矮
小
な
悪
材
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
こ
れ
ら
の
第
二
次
的
植
物
に
交
っ
て
多
い
の
が
ク
ス
ノ
キ
科
に
属
す
る
ヤ
ブ
ニ
ッ 

ケ
イ
、
カ
ゴ
ノ
キ
を
始
め
ク
ロ
ガ
ネ
モ
チ
、
モ
チ
ノ
キ
、
ヒ
メ
ユ
ズ
リ
ハ
、
カ
ク
レ
ミ
ノ
、
ヤ
マ
モ
モ
等
の
暖
帯
常
緑
林
で
あ
る
。
六 
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甲
山
地
中
腹
部
、
海
抜
高
度
四
〇
〇
米
前
後
の
剣
谷
国
有
林
の
附
近
一
帯
に
な
る
と
ブ
ナ
ノ
キ
科
の
シ
ラ
カ
シ
、
ツ
ブ
ラ
ジ
イ
、
ウ 

ラ
ジ
ロ
ガ
シ
な
ど
が
多
く
な
る
。
花
原
断
層
谷
以
北
の
海
抜
高
度
六
〇
〇
米
の
附
近
か
ら
は
ア
カ
ガ
シ
が
多
く
な
る
一
方
赤
松
林
中 

に
モ
ミ
、
ツ
ガ
が
混
っ
て
く
る
。
ま
た
土
壌
が
花
崗
岩
質
の
酸
性
土
壌
を
示
す
関
係
で
、
ツ
ツ
ジ
科
の
植
物
が
多
い
こ
と
も
特
色
で 

あ
る
が
何
れ
に
し
て
も
自
然
的
或
は
人
工
的
な
植
相
の
荒
廃
が
ひ
ど
く
、
ま
と
ま
っ
た
林
相
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
珍
ら
し
い
。 

山
地
の
荒
廃
と
植
相
の
破
壊 

現
在
見
渡
し
て
も
分
る
通
り
当
市
域
の
植
相
の
荒
廃
は
か
な
り
ひ
ど
く
山
地
の
い
た
る
処
に
地
肌 

が
現
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
山
地
か
ら
の
崩
壊
物
で
お
お
わ
れ
て
い
る
山
麓
台
地
を
始
め
河
川
の
運
搬
物
で
形
成
さ
れ
た
沖
積
低
地 

な
ど
は
先
史
時
代
で
は
植
相
は
か
な
り
豊
富
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
山
麓
台
地
か
ら
そ
の
以
南
に
か
け
て
先
史
時
代
や
古
代
人
の
居
住 

遺
跡
が
か
な
り
残
さ
れ
て
い
る
の
も
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
植
相
が
現
在
み
ら
れ
る
よ
う
な
荒
廃
状
態
を
示 

す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
花
崗
岩
地
域
の
治
山
治
水
の
困
難
さ
に
よ
る
で
あ
ろ
う
し
、
当
地
特
有
の
晴
天
乾
燥
の 

気
候
が
岩
石
の
土
壌
化
を
妨
げ
た
結
果
で
も
あ
ろ
う
。
更
に
山
地
の
自
然
的
な
荒
廃
化
を
助
長
し
た
人
為
的
な
原
因
も
大
き
い
で
あ 

ろ
う
。
芦
屋
の
山
地
の
荒
廃
を
人
為
的
に
助
長
し
た
も
の
と
し
て
は
中
世
以
降
の
相
次
ぐ
戦
乱
が
考
え
ら
れ
る
し
、
大
阪
築
城
に
際 

し
て
石
材
、
木
材
を
こ
の
地
に
求
め
た
豊
臣
秀
吉
が
採
石
、
伐
木
後
の
山
地
の
管
理
よ
ろ
し
き
を
得
な
か
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
原
因 

の

た
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
云
わ
れ
て
い
る
。
大
阪
築
城
に
際
し
て
の
伐
木
、
採
石
の
規
模
の
大
き
さ
は
、
六
麓
荘
山
荘
住
宅
地
附 

近
に
長
ら
く
残
さ
れ
て
い
た
当
時
の
採
石
担
当
者
の
記
号
を
き
ざ
ん
だ
数
多
い
石
か
ら
も
想
像
に
か
た
く
な
い
。
そ
れ
に
も
ま
し
て 

当
市
一
帯
の
林
相
の
荒
廃
を
助
長
し
た
も
の
は
、
明
治
以
降
の
当
市
の
住
宅
化
に
伴
う
山
林
の
伐
採
や
登
山
者
の
火
の
不
始
末
に
端 

を
発
し
た
山
火
事
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
と
も
あ
れ
、
山
地
の
荒
廃
は
今
後
の
山
津
浪
洪
水
の
頻
発
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
り 
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そ
の
対
策
が
痛
感
さ
れ
る
。 

参 
考 

文 

献 

(１) 

神
戸
市
農
政
局 

六
甲
山
系
植
相
の
概
観 

一
九
五
〇
年 

(２) 

前

掲

書 

芦
屋
国
際
文
化
住
宅
都
市
建
設
計
画
書
（
中
） 

頁
一
三
八
―
一
三
九 

(7) 

自
然
の
災
害 

河
川
の
機
能
と
水
災 
既
に
述
べ
て
き
た
通
り
現
在
芦
屋
市
の
主
要
な
生
活
舞
台
と
な
っ
て
い
る
山
麓
台
地
や
海
岸
の
沖
積
低
地 

な
ど
は
洪
積
時
代
以
後
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
六
甲
山
地
よ
り
の
岩
屑
の
転
落
、
多
量
の
土
砂
や
岩
礫
を
運
び
つ
づ
け
た
河
川
の
乱
流 

の
結
果
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
居
住
者
の
主
要
生
活
舞
台
が
山
地
か
ら
低
地
に
追
々
移
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と 

こ
れ
ま
で
通
り
の
河
川
の
自
然
的
な
流
れ
方
で
は
自
然
の
災
害
が
跡
を
絶
た
な
く
な
っ
て
き
た
か
ら
人
々
は
河
川
の
自
由
な
流
れ
方 

を
一
方
的
に
統
制
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
河
川
の
機
能
と
土
地
利
用
上
の
矛
盾
が
現
わ
れ
始
め
た
こ
と
に
な
る
。 

註
① 

今
に
そ
の
面
影
を
残
し
て
い
る
天
保
年
間
の
猿
丸
安
時
の
手
で
成
就
し
た
芦
屋
川
の
大
築
堤
工
事
は
こ
れ
ま
で
の
治
水
工
事
の
集
大 

成
工
事
と
も
み
ら
れ
る
大
規
模
な
土
木
工
事
で
、
そ
の
結
果
芦
屋
川
の
河
道
が
一
応
安
定
し
河
川
の
乱
流
に
基
づ
く
水
害
は
著
し
く 

少
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
河
道
が
人
為
的
に
安
定
さ
せ
ら
れ
れ
ば
、
川
床
に
土
砂
の
堆
積
が
ひ
ど
く
な
り
、
洪
水
時
に 

註
② 

堤
防
が
決
潰
す
る
と
い
う
矛
盾
が
避
け
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
は
古
文
書
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。 

最
近
の
河
道
の
改
修
と
昭
和
の
水
災 

も
と
も
と
芦
屋
市
を
と
り
ま
く
自
然
界
も
常
に
相
互
に
一
定
の
条
件
の
も
と
に
あ
る
関
連 

を
保
ち
な
が
ら
輸
廻
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
河
川
の
改
修
が
行
わ
れ
れ
ば
そ
れ
だ
け
自
然
界
の
均
衡
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
に
な
り 
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新
し
い
均
衡
を
保
つ
ま
で
混
乱 

が
避
け
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が 

明
治
、
大
正
、
昭
和
と
当
市
の 

住
宅
地
化
が
急
激
に
進
め
ら
れ 

る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
自 

然
界
の
均
衡
な
ど
は
無
視
さ
れ 

急
傾
斜
地
は
崩
さ
れ
、
森
林
は 

伐
採
さ
れ
て
宅
地
化
さ
れ
る
こ 

と
に
な
っ
た
。
そ
れ
の
み
な
ら 

ず
、
芦
屋
川
の
河
床
の
一
部
は 

埋
め
ら
れ
て
道
路
に
利
用
さ
れ 

国
鉄
、
私
鉄
の
軌
道
が
市
街
地 

を
横
断
す
る
と
い
う
有
様
で
自 

然
界
の
均
衡
が
急
激
に
破
壊
さ 

れ
、
自
然
界
の
混
乱
の
原
因
が 

年
と
共
に
大
き
く
な
っ
た
。
こ
う
な
っ
て
く
る
と
何
か
動
機
さ
え
あ
れ
ば
自
然
界
の
輪
廻
に
大
混
乱
が
起
る
の
も
当
然
の
な
り
ゆ
き 
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で
あ
っ
た
。
昭
和
九
年
の
水
害
に
次
ぐ
同
一
三
年
七
月
の
芦
屋
川
、
宮
川 

の
氾
濫
に
よ
る
流
失
家
屋
一
四
戸
、
全
半
壊
家
屋
一
二
五
戸
、
床
上
土
砂 

堆
積
一
五
六
戸
及
び
床
上
、
床
下
浸
水
二
二
〇
〇
余
戸
と
い
う
大
被
害
は 

そ
の
具
体
的
な
現
わ
れ
と
云
っ
て
よ
い
。
こ
の
大
水
害
こ
そ
今
後
の
土
地 

資
源
の
保
全
と
そ
の
利
用
を
考
え
る
に
当
っ
て
当
市
民
に
大
き
い
教
訓
を 

投
じ
た
わ
け
で
あ
る
。 

註
(１) 

前
掲
書 

芦
屋
の
里 

頁
四
四 

(２) 

芦
屋
市
史
年
表 

頁
四
一 

一
九
四
八
年 

高
潮 

芦
屋
市
は
大
阪
湾
に
直
接
臨
ん
で
お
り
、
と
り
わ
け
宮
川
か
ら 

江
尻
川
河
口
に
か
け
て
か
な
り
の
低
湿
地
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
ん
な
関 

係
で
台
風
時
に
は
高
潮
に
襲
わ
れ
浸
水
の
危
険
が
大
き
い
土
地
で
あ
る
。 

と
り
わ
け
近
年
の
よ
う
に
臨
海
地
域
の
住
宅
地
化
が
目
立
っ
て
き
た
の
に 

山
地
の
治
山
が
す
み
、
河
川
の
運
搬
物
が
減
少
し
、
沿
岸
潮
流
に
よ
る
海 

岸
線
の
後
退
が
ひ
ど
く
な
る
と
高
潮
の
浸
入
に
よ
る
被
害
の
機
会
が
多
く 

な
っ
て
き
た
。
昭
和
九
年
の
室
戸
台
風
や
、
同
二
五
年
の
ジ
ェ
ー
ン
台
風 

に
よ
る
被
害
な
ど
そ
の
好
例
で
あ
り
、
や
が
て
防
潮
堤
の
促
進
を
必
要
と
す
る
に
至
っ
た
の
も
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
ろ
う
。 
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参 

考 

文 

献 
(１) 
兵
庫
県
水
害
誌 

頁
六
六
―
六
七 

一
九
三
九
年 

(２) 
石
橋
五
郎 

六
甲
山
南
麓
大
水
禍
速
報 

地
理
学 

六
巻
一
〇
・
一
一
号 

一
九
三
八
年 

(３) 

稲
見
悦
治 

六
甲
山
南
麓
大
山
津
浪
記 

地
理
教
育 

二
九
巻
一
号 

一
九
三
八
年 

(8) 

観
光
資
源 

文
化
的
観
光
資
源 
芦
屋
市
は
畿
内
の
要
地
と
し
て
昔
か
ら
知
ら
れ
た
土
地
で
あ
り
、
古
来
名
士
の
往
来
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
こ 

ん
な
関
係
で
古
歌
で
有
名
な
猿
丸
太
夫
の
墓
、
伊
勢
物
語
で
人
口
に
膾
炙
し
た
在
原
業
平
の
別
荘
の
跡
、
承
和
の
事
変
で
知
ら
れ
た 

阿
保
親
王
の
御
墓
な
ど
史
上
に
著
名
な
人
々
の
史
跡
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
が
少
く
な
い
。
ま
た
大
阪
平
野
の
西
の
入
口
と
し
て
の
地 

形
上
の
要
地
で
あ
っ
た
か
ら
、
当
市
の
台
地
を
舞
台
と
し
て
様
々
の
歴
史
的
な
戦
争
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
打
出
の
楠
町
一
帯
は
延
元 

元
年
に
足
利
尊
氏
の
軍
隊
を
楠
本
正
成
が
撃
破
し
た
と
こ
ろ
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
鷹
尾
山
の
遊
園
地
は
室
町
時
代
に
細
川
高
国
及 

び
同
澄
元
な
ど
の
間
で
攻
防
戦
が
締
り
返
さ
れ
た
古
城
址
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
ま
た
月
若
、
公
光
な
ど
の
ご
と
く
早
く
か
ら
謡
曲 

〝
藤
栄
″
〝
雲
林
院
″
の
な
か
で
謡
わ
れ
た
由
緒
あ
る
土
地
も
珍
ら
し
く
な
い
。 

自
然
的
観
光
資
源 

前
述
の
通
り
芦
屋
市
内
に
は
文
化
的
観
光
資
源
と
も
い
う
べ
き
史
跡
が
少
く
な
い
と
と
も
に
地
形
、
地
質
が 

複
雑
で
あ
る
か
ら
自
然
的
な
観
光
資
源
も
少
く
な
い
。
す
な
わ
ち
阪
急
芦
屋
川
駅
の
北
方
の
高
座
川
に
か
か
る
雌
雄
双
瀑
高
座
の
滝 

は
複
雑
な
地
質
構
造
線
を
縫
っ
た
高
座
川
の
侵
蝕
の
結
果
生
ま
れ
た
名
瀑
で
、
多
く
の
遊
覧
客
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
そ 

の
西
北
の
花
崗
岩
の
ひ
ど
い
風
化
地
ロ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ン
は
芦
屋
市
水
災
の
原
因
の
一
つ
と
も
い
う
べ
き
悪
地
で
あ
る
が
、
近
時
登
山 

熱
が
高
ま
る
と
と
も
に
ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
練
習
場
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
天
保
年
間
の
昔
、
猿
丸
安
時
の
尽
力
で
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功
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
芦
屋
川
の
水
源
地
に
近
い
奥
池
一
帯
の
都
塵 

を
は
な
れ
た
仙
境
地
は
、
夏
期
テ
ン
ト
村
が
開
設
さ
れ
、
ハ
イ
キ
ン
グ
客 

で
賑
わ
っ
て
い
る
。
一
方
、
市
内
西
山
町
の
六
甲
く
ろ
が
ね
も
ち
及
び
芦 

屋
の
松
は
、
古
来
か
ら
知
ら
れ
た
名
木
、
古
木
で
天
然
記
念
物
に
指
定
さ 

れ
て
い
る
が
、
巨
木
既
に
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
今
日
、
往
時
の
林
相
を 

知
る
う
え
の
有
力
な
手
が
か
り
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。 

    




