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１ 

は
じ
め
に

　

今
年（
二
〇
一
三
年
）七
月
に
岩
波
新
書
か
ら『
富
士
山　

大
自
然
へ

の
道
案
内
』と
い
う
本
を
出
し
ま
し
た
。
震
災
前
か
ら
執
筆
を
頼
ま
れ
て

い
た
本
で
、
震
災
や
私
の
筆
が
遅
い
こ
と
も
あ
っ
て
出
版
が
遅
れ
た
の
で

す
が
、
そ
れ
が
た
ま
た
ま
世
界
遺
産
の
認
定
と
重
な
り
ま
し
た
。
怪
我

の
功
名
で
す
が
、
今
日
は
こ
の
本
の
中
身
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
私
は
自
然
の
研
究
者
で
あ
り
、
富
士
山
と
い
う
火
山
を
ず
っ
と

見
て
き
た
者
と
し
て
は
、
富
士
山
の
保
全
・
保
護
に
対
し
て
は
い
ろ
い
ろ

と
不
満
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
今
日
は
多
少
意
見
を
述
べ
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

口
絵
１
は
南
西
側
か
ら
見
た
富
士
山
で
す
。
手
前
に
富
士
宮
市
街
、

富
士
川
と
新
東
名
高
速
道
路
が
見
え
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
皆
さ
ん
は
き

れ
い
だ
な
と
思
う
だ
け
で
し
ょ
う
が
、
専
門
家
は
風
景
の
意
味
を
瞬
時

に
理
解
で
き
る
の
で
、
一
層
深
い
感
動
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
う
し
た
感
動
を
皆
さ
ん
と
分
か
ち
合
う
場
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
が

「
ジ
オ
パ
ー
ク
」で
す
。
私
は
伊
豆
半
島
ジ
オ
パ
ー
ク
の
顧
問
と
し
て
、
伊

豆
半
島
が
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
場
所
な
の
か
を
一
生
懸
命
説
い
て
、

徐
々
に
フ
ァ
ン
を
獲
得
し
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
富
士
山
は
ま

だ
ジ
オ
パ
ー
ク
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ジ
オ
パ
ー
ク
の
素
質
は
た

く
さ
ん
持
っ
て
い
る
の
で
、
き
ち
ん
と
し
た
富
士
山
の
自
然
の
解
説
書
を

書
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
先
ほ
ど
の
本
の
執
筆
話
が
あ
り
ま

し
た
。
未
来
の「
富
士
山
ジ
オ
パ
ー
ク
」の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
だ
と
思
っ
て
読

ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

２ 
富
士
山
の
生
い
立
ち

　

古
い
時
代
か
ら
新
し
い
時
代
に
下
る
形
で
、
富
士
山
の
景
色
の
説
明

第
１
回

　
富
士
山
　
大
自
然への
道
案
内

小
山
　
真
人
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を
し
て
い
き
ま
す
。
富
士
山
は
、
地
質
学
的
に
見
れ
ば
新
し
い
活
火
山

で
す
。
図
１
は
、
上
が
富
士
山
の
現
在
の
姿
で
、
下
は
富
士
山
が
で
き

る
前
の
様
子
で
す
。
富
士
山
と
い
う
火
山
の
噴
火
が
な
け
れ
ば
、
今
の

雄
大
な
す
そ
野
は
全
て
な
く
な
り
、
富
士
や
沼
津
の
平
野
も
な
か
っ
た

の
で
す
。
噴
火
が
そ
れ
だ
け
地
形
に
大
き
な
変
化
を
与
え
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
従
っ
て
、
噴
火
は
嫌
な
も
の
で
す
が
、
長
い
目
で
見
れ
ば
、
私

た
ち
は
登
山
を
し
た
り
、
広
々
と
し
た
場
所
で
産
業
を
興
し
た
り
と
、

豊
か
に
楽
し
く
暮
ら
し
て
い
る
の
で
、
火
山
は
と
て
も
良
い
こ
と
を
行
っ

て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　

箱
根
山
と
愛
鷹
山
は
富
士
山
よ
り
も
古
い
火
山
で
、
愛
鷹
山
の
北
に

小
御
岳
と
い
う
小
さ
な
火
山
も
あ
り
ま
し
た
。
富
士
山
は
小
御
岳
と
愛

鷹
山
の
間
に
誕
生
し
、
一
〇
万
年
前
か
ら
噴
火
を
始
め
、
徐
々
に
成
長

し
て
き
ま
し
た
。
富
士
山
が
で
き
る
前
の
そ
の
場
所
に
は
、
丹
沢
山
地

や
御
坂
山
地
か
ら
続
く
山
々
が
広
が
っ
て
お
り
、
駿
河
湾
も
今
よ
り
少

し
北
側
に
入
り
込
ん
で
い
ま
し
た
。
富
士
山
が
で
き
た
後
は
、
富
士
山

か
ら
流
れ
た
土
砂
や
溶
岩
が
駿
河
湾
を
埋
め
立
て
た
の
で
、
海
岸
線
は

若
干
南
に
移
動
し
ま
し
た
。

　

富
士
山
は
、
一
万
数
千
年
前
ま
で
を
古
富
士
火
山
、
そ
れ
以
降
を

新
富
士
火
山
と
い
い
ま
す
。
同
じ
火
山
で
す
が
、
岩
石
の
成
分
が
若
干

違
い
、
山
頂
の
場
所
も
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
最
近
わ
か
り
ま
し
た
。
二

つ
の
山
頂
が
一
㎞
ほ
ど
ず
れ
て
い
る
の
は
、
新
富
士
火
山
が
古
富
士
火

山
の
山
頂
よ
り
少
し
西
側
の
火
口
を
使
う
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
に
新
し

い
山
を
築
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
在
は
二
つ
の
峰
が
並
ぶ
富
士
山
の

姿
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
二
九
〇
〇
年
前
に
古
い
方
が
崩
れ
た

か
ら
で
す
。
そ
の
後
も
富
士
山
は
山
頂
と
山
腹
で
た
び
た
び
噴
火
し
て

い
ま
し
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
は
主
に
山
腹
で
噴
火
す
る
よ

う
に
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

火
山
の
噴
出
物
に
は
、
噴
火
で
巻
き
上
げ
ら
れ
て
降
っ
て
く
る
火
山

図1　現在の富士山付近の地形（上）と富士山が誕生しなかった場合の想像図
（下）。カシミール３D使用
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灰
、
下
に
流
れ
て
く
る
噴
煙
つ
ま
り
火
砕
流
、
溶
岩
流
な
ど
い
ろ
い
ろ

あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
山
の
か
な
り
の
部
分
が
ご
そ
っ
と
崩
れ
て
し
ま

う
山
体
崩
壊
、
あ
る
い
は
岩
屑
な
だ
れ
と
呼
ぶ
現
象
が
起
き
ま
す
し
、

雨
が
降
っ
た
と
き
に
火
山
灰
や
土
石
が
一
気
に
流
れ
て
く
る
土
石
流
、

雪
が
溶
け
て
土
砂
を
巻
き
込
ん
で
流
れ
て
く
る
融
雪
型
泥
流
な
ど
、
い

ろ
い
ろ
な
現
象
が
起
き
ま
す
。
こ
う
し
た
現
象
に
よ
る
堆
積
物
が
、
ふ

も
と
や
山
腹
に
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
調
べ
る
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
分
か

る
の
で
す
。

　

図
２
は
富
士
山
の
東
麓
の
道
路
沿
い
に
あ
る
崖
で
、
お
よ
そ
四
万
年

前
ま
で
の
火
山
灰
を
見
ら
れ
た
素
晴
ら
し
い
場
所
で
し
た
が
、
今
は
草

が
生
え
て
ほ
と
ん
ど
見
え
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
崖
に
見
え
て
い
た

富
士
山
の
火
山
灰
は
大
体
玄
武
岩
質
で
黒
い
の
で
す
が
、
一
枚
だ
け
非

常
に
細
か
い
白
い
火
山
灰
が
は
さ
ま
っ
て
い
ま
し
た（
写
真
左
）。
こ
れ

は
、
鹿
児
島
湾
北
部
に
あ
る
姶
良
カ
ル
デ
ラ
の
約
三
万
年
前
の
巨
大
噴

火
で
降
り
積
も
っ
た
Ａ
Ｔ（
姶
良
丹
沢
）火
山
灰
で
す
。

３ 

大
規
模
溶
岩
の
時
代

　
ハ
ワ
イ
の
火
山
で
よ
く
見
ら
れ
る
、
パ
ホ
イ
ホ
イ
溶
岩
と
呼
ば
れ
る
特

徴
的
な
溶
岩
流
が
あ
り
ま
す
。
袋
を
平
た
く
つ
ぶ
し
た
よ
う
な
形
の
溶

岩
で
、
富
士
山
の
周
り
で
も
た
く
さ
ん
見
つ
か
り
ま
す
。
約
一
万
年
前

図2　富士山噴火で降り積もった火山灰層の積み重なり（御殿場市上柴怒田）（右）とその中にはさまれる南九州起源の白色火山灰層（左）
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は
、
富
士
山
も
こ
う
し
た
溶
岩
を
大
量
に
流
し
て
い
ま
し
た
。
パ
ホ
イ
ホ

イ
溶
岩
は
粘
り
気
が
少
な
い
の
で
遠
く
ま
で
広
が
り
、
谷
間
を
埋
め
て

広
い
平
原
を
造
る
の
で
、
そ
の
痕
跡
が
富
士
山
の
ふ
も
と
の
各
地
に
残
っ

て
い
ま
す
。
図
３
は
河
口
湖
の
上
空
か
ら
写
し
た
写
真
で
す
。
河
口
湖

の
湖
岸
の
多
く
は
山
で
囲
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
南
側
だ
け
土
地
が
平
ら

で
す
。
そ
こ
の
湖
岸
線
が
デ
コ
ボ
コ
で
す
が
、
こ
れ
は
富
士
山
か
ら
流
れ

て
き
た
溶
岩
が
河
口
湖
に
流
れ
込
ん
で
造
っ
た
地
形
で
す
。

　

も
っ
と
遠
く
ま
で
流
れ
た
例
と
し
て
、
三
島
溶
岩
が
あ
り
ま
す
。
山

頂
か
ら
三
五
㎞
ぐ
ら
い
離
れ
た
三
島
付
近
ま
で
、
黄
瀬
川
沿
い
を
延
々

と
流
れ
下
っ
て
い
ま
す
。
溶
岩
は
あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
ま
す
が
、
例
え
ば

長
泉
町
と
沼
津
市
の
境
界
の
鮎
壺
の
滝
で
見
ら
れ
る
岩
板
が
三
島
溶
岩

で
す（
図
４
）。
そ
の
証
拠
に
、
滝
の
下
に
行
く
と
溶
岩
流
の
底
面
が
見

え
て
お
り
、
そ
こ
に
複
数
の「
溶
岩
樹
型
」が
あ
り
ま
す
。
木
が
溶
岩
に

囲
ま
れ
て
燃
え
た
跡
で
、
溶
岩
流
の
底
面
に
開
い
た
穴
と
し
て
見
ら
れ

ま
す
。

　

黄
瀬
川
を
少
し
上
流
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
佐
野
川
と
い
う
支
流
に

景
ヶ
島（
け
い
が
し
ま
）渓
谷
と
呼
ば
れ
る
峡
谷
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
屏
風

岩
と
い
う
素
晴
ら
し
い
場
所
が
あ
り
ま
す
。
峡
谷
の
出
口
の
滝
の
脇
の
崖

一
面
が
、
六
角
柱
状
の
岩
の
柱
の
集
合
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
溶

岩
が
冷
え
固
ま
る
と
き
に
収
縮
し
て
、
規
則
正
し
く
割
れ
た
柱
状
節
理

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

　

三
島
溶
岩
が
、
も
っ
と
手
軽
に
見
ら
れ
る
場
所
が
三
島
駅
前
で
す
。

三
島
駅
の
北
口
を
出
て
左
手
に
あ
る
黒
い
岩
の
崖
は
、
三
島
溶
岩
の
断

面
そ
の
も
の
で
す
。
火
山
ガ
ス
が
抜
け
た
無
数
の
小
さ
な
穴
が
よ
く
見

え
、
か
つ
て
溶
け
て
い
た
こ
と
が
実
感
で
き
る
場
所
で
す
。
三
島
駅
自
体

が
こ
の
溶
岩
の
上
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
駅
の
南
口
前
に
あ
る
楽
寿
園図3　北側から見た富士山と河口湖
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と
い
う
庭
園
の
中
に
入
る
と
、
パ
ホ
イ
ホ
イ
溶
岩
の
表
面
の
縄
状
構
造

や
断
面
が
よ
く
見
え
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
溶
岩
の
中
を
伝
わ
っ
て
き
た
地

下
水
が
湧
き
出
す
池（
小
浜
池
）も
見
ら
れ
ま
す
。

　

富
士
川
の
河
口
付
近
に
も
、
こ
の
時
期
の
溶
岩
流
が
見
ら
れ
ま
す
。

東
海
道
線
本
線
の
富
士
川
鉄
橋
を
渡
る
時
に
、
上
流
側
の
河
原
を
見
る

と
ご
つ
ご
つ
し
た
岩
が
あ
り
ま
す
が
、
一
万
年
ぐ
ら
い
前
に
富
士
山
か
ら

流
れ
て
き
た
溶
岩
で
す
。

　

北
側
に
流
れ
た
溶
岩
も
あ
り
ま
す
。
富
士
吉
田
を
通
っ
て
大
月
の
先

図4　黄瀬川にかかる鮎壺の滝と三島溶岩

図5　北東側から見た富士山と桂川の谷
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ま
で
四
〇
㎞
も
流
れ
下
っ
た
溶
岩（
猿
橋
溶
岩
）が
あ
る
の
で
す
が
、
こ

れ
は
日
本
の
火
山
の
溶
岩
と
し
て
は
最
長
不
倒
距
離
で
す
。
そ
の
流
れ

下
っ
た
場
所
が
桂
川
の
谷
間
で
す（
図
５
）。
本
当
は
も
っ
と
谷
が
深
く

刻
ま
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
溶
岩
や
土
石
流
が
何
度
も
流
れ
た
の
で
、

埋
ま
っ
て
浅
く
広
い
谷
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
谷
間
の
あ
ち
こ
ち
に
あ
る

溶
岩
の
断
面
に
柱
状
節
理
が
見
え
、
き
れ
い
な
滝
が
か
か
る
場
所
も
あ

り
ま
す
。
さ
ら
に
下
流
に
猿
橋
と
い
う
名
勝（
大
月
市
）が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
手
前
ま
で
溶
岩
が
流
れ
て
い
ま
す
。
崖
の
上
部
に
見
え
る
の
が
猿
橋

溶
岩
で
最
下
部
に
柱
状
節
理
が
で
き
て
い
ま
す（
図
６
）。
そ
の
下
に
あ

る
礫
層
は
、
昔
の
桂
川
の
河
原
に
あ
っ
た
砂
利
で
す
。
河
原
の
砂
利
の

上
を
溶
岩
流
が
お
お
っ
た
の
で
す
。

４ 

山
頂
噴
火
の
時
代

　

一
万
年
前
の
溶
岩
は
粘
り
気
が
割
と
少
な
い
の
で
遠
く
ま
で
流
れ
ま

し
た
が
、
や
が
て
マ
グ
マ
だ
ま
り
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
物
理
・
化
学
プ
ロ
セ

ス
が
進
ん
だ
せ
い
か
、
粘
り
気
が
出
て
き
ま
す
。
す
る
と
溶
岩
は
あ
ま

り
遠
く
ま
で
行
か
ず
に
、
せ
い
ぜ
い
山
す
そ
ぐ
ら
い
ま
で
流
れ
て
止
ま
る

と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
遠
く
ま
で
行
く
と
裾

野
を
広
げ
ま
す
が
、
近
く
で
止
ま
る
と
徐
々
に
山
が
大
き
く
な
り
ま
す
。

し
か
も
、
こ
の
頃
は
よ
く
山
頂
か
ら
噴
火
し
た
の
で
、
山
頂
の
周
り
に
あ

図6　猿橋溶岩の断面（大月市）
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ち
こ
ち
溶
岩
を
流
し
て
、
山
頂
の
標
高
が
少
し
ず
つ
高
く
な
っ
て
い
き
ま

し
た
。
四
〇
〇
〇
年
く
ら
い
前
ま
で
に
標
高
三
〇
〇
〇
m
を
超
え
る
山

に
成
長
し
ま
し
た
が
、
西
側
斜
面
の
大
沢
崩
れ
に
行
く
と
何
層
も
溶
岩

が
重
な
り
、
ま
る
で
年
輪
の
よ
う
に
富
士
山
が
成
長
し
て
い
っ
た
様
子
が

よ
く
見
え
ま
す（
図
７
）。
大
沢
崩
れ
ま
で
は
五
合
目
か
ら
整
備
さ
れ
た

ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
が
あ
り
、
崖
の
脇
ま
で
行
け
る
の
で
、
ぜ
ひ
行
っ
て
み

て
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
後
、
三
五
〇
〇
～
二
二
〇
〇
年
前
の
富
士
山
は
、
山
頂
で
た

び
た
び
爆
発
的
な
噴
火
を
す
る
時
期
に
入
り
ま
し
た
。
噴
煙
が
吹
き

上
が
り
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
降
ら
せ
る
と
い
う
噴
火
で
す
。

二
二
〇
〇
年
前
の
最
後
の
山
頂
大
噴
火
で
は
、
火
山
弾
が
熱
い
ま
ま
降

り
積
も
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
が
く
っ
つ
き
合
っ
て
空
気
に
触
れ
て
赤
く
焼

け
た
の
が
、
山
頂
を
覆
う
岩
の
集
ま
り
で
す
。
山
頂
ま
で
登
山
し
た
方

は
見
覚
え
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
山
頂
火
口
の
縁
を
べっ
た
り
か
さ
ぶ

た
の
よ
う
に
覆
っ
て
い
る
層
で
す（
図
８
）。

　

皆
さ
ん
は
山
頂
を
巡
る
と
、
ふ
つ
う
は
周
囲
の
景
色
を
見
下
ろ
す

と
思
い
ま
す
が
、
せ
っ
か
く
な
の
で
山
頂
火
口
の
中
も
よ
く
見
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。
素
晴
ら
し
い
も
の
が
い
ろ
い
ろ
見
え
ま
す
。
先
に
述
べ
た

二
二
〇
〇
年
前
の
山
頂
噴
火
で
降
り
積
も
っ
た
真
っ
赤
な
火
山
弾
の
層

の
下
に
は
、
山
頂
火
口
の
中
に
た
ま
っ
た
溶
岩
が
冷
え
固
ま
っ
た
岩
の

層
が
見
え
ま
す
。
要
す
る
に
、
溶
岩
湖
の
痕
跡
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
山

図7　大沢崩れの断面に見られる溶岩流の積み重なり
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頂
の
一
番
北
に
あ
る
白
山
岳
の
南
に「
小
内
院
」と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
窪

地
が
あ
り
ま
す
が
、
小
さ
な
水
蒸
気
爆
発
を
起
こ
し
た
火
口
の
跡
で
す
。

いつ
頃
の
も
の
か
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
二
二
〇
〇

年
前
よ
り
後
に
噴
火
し
て
で
き
た
地
形
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

山
頂
火
口
の
縁
の「
荒
巻
」と
い
う
場
所
に
噴
気
地
帯
の
跡
が
あ
り
ま

す
。
箱
根
の
大
涌
谷
の
よ
う
に
、
噴
気
帯
に
で
き
る
特
徴
的
な
変
質
が

見
ら
れ
ま
す
。
実
際
に
、
昭
和
三
〇
年
代
ま
で
は
湯
気
が
あ
っ
た
と
い
う

話
を
聞
き
ま
す
し
、
記
録
に
も
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
戦
前
に
は
温
泉

卵
が
で
き
る
ほ
ど
の
熱
気
だ
っ
た
ら
し
い
で
す
。
富
士
山
の
噴
気
の
歴
史

は
東
大
地
震
研
に
い
た
都
司
先
生
が
よ
く
調
べ
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
和
歌

や
絵
画
に
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。
静
岡
県
立
美
術
館
に「
富
士
八
景
図
」

と
い
う
八
枚
組
の
富
士
山
の
絵
図
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
七
枚
に

煙
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
枚
だ
け
山
頂
に
立
ち
上
る
煙
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
絵
を
描
か
れ
た
一
五
三
〇
年
頃
に
は
、
山
頂

の
煙
が
見
え
た
り
見
え
な
か
っ
た
り
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

こ
う
い
う
目
で
、
い
ろ
い
ろ
な
時
代
の
富
士
山
の
絵
画
を
見
て
い
た
だ
く

と
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
幕
末
以
降
は
煙
が
描
か
れ
な
く
な
り
、
遠
方

か
ら
見
え
た
と
い
う
文
書
記
録
も
な
く
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
最
近
公
開
さ
れ
た
富
士
山
頂
のG

oogle

ス
ト
リ
ー
ト

ビ
ュ
ー
の
写
真
で
、
コ
ノ
シ
ロ
池
と
い
う
山
頂
の
湧
水
地
の
様
子
が
わ
か

り
ま
す
。
山
頂
の
縁
で
一
番
低
い
場
所
な
の
で
、
雪
解
け
水
が
集
ま
っ

図8　富士山の山頂火口
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て
池
を
作
り
、
冬
に
は
凍
結
し
て
氷
に
な
り
ま
す
。
コ
ノ
シ
ロ
池
は
由
緒

の
あ
る
場
所
で
、
魚
の
コ
ノ
シ
ロ
が
い
た
と
い
う
伝
説
に
ち
な
ん
だ
名
前

で
す
。
こ
の
池
の
ほ
と
り
で
は
一
三
世
紀
の
お
経
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
、

非
常
に
貴
重
な
山
頂
遺
跡
の
は
ず
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー

が
踏
み
荒
ら
し
て
い
る
状
況
が
ネ
ッ
ト
上
で
わ
か
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
ブ

ル
ド
ー
ザ
ー
は
登
山
者
の
た
め
に
色
々
な
物
資
を
運
ん
で
く
れ
る
わ
け
で

す
が
、
世
界
文
化
遺
産
に
指
定
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
も
う
少
し
別
の
や

り
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

な
お
、
著
書
の
中
に
は
山
頂
か
ら
見
え
る
景
色
の
説
明
も
付
け
ま
し

た
。
山
の
名
前
だ
け
で
は
な
く
、
活
断
層
が
こ
こ
に
通
っ
て
い
る
と
か
、

地
形
の
意
味
な
ど
を
解
説
し
ま
し
た
。

５ 

山
体
崩
壊
と
ラ
ハ
ー
ル

　

二
九
〇
〇
年
前
、
ち
ょ
う
ど
山
頂
噴
火
を
し
て
い
る
時
代
の
途
中
に
、

二
つ
あ
っ
た
峰
の
う
ち
の
古
富
士
火
山
の
峰
が
崩
れ
て
し
ま
う
大
事
件
が

起
き
ま
し
た
。
東
側
に
向
か
っ
て
崩
れ
た
の
で
、
そ
の
土
砂（
御
殿
場
岩

屑
な
だ
れ
）が
東
麓
に
分
布
し
て
い
ま
す（
図
９
）。
御
殿
場
の
市
街
地
は

こ
の
土
砂
の
上
に
あ
り
、
工
事
現
場
な
ど
の
崖
で
見
ら
れ
ま
す
。
所
々

に
見
え
る
変
な
パ
ッ
チ
は
、
富
士
山
の
古
い
山
体
が
崩
れ
て
ば
ら
ば
ら

に
な
り
な
が
ら
麓
に
流
れ
下
っ
て
き
た
も
の
で
、
火
山
灰
や
溶
岩
な
ど
、

図9　御殿場岩屑なだれ（小山町）
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い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
混
ざ
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
特
徴
を
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク

構
造
と
言
い
、
山
体
崩
壊
が
起
き
た
こ
と
を
示
す
証
拠
に
な
り
ま
す
。

大
地
震
な
の
か
噴
火
に
と
も
な
う
も
の
な
の
か
、
崩
壊
の
原
因
は
ま
だ

よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

山
体
崩
壊
は
滅
多
に
起
き
る
現
象
で
は
な
い
の
で
、
一
九
八
〇
年
ま

で
火
山
学
者
も
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
一
九
八
〇
年
五
月

一
八
日
の
朝
、
アメ
リ
カ
の
セ
ン
ト
ヘレ
ン
ズ
火
山
の
山
体
崩
壊
が
発
生
し

ま
し
た
。
噴
火
自
体
は
三
月
か
ら
続
い
て
い
ま
し
た
が
、
全
て
小
さ
な
噴

火
で
し
た
。
し
か
し
、
マ
グ
マ
が
山
の
地
下
に
上
っ
て
山
を
盛
り
上
げ
始

め
、
つ
い
に
五
月
一
八
日
に
山
を
突
き
崩
し
た
の
で
す
。
上
の
重
し
が
な

く
な
っ
た
途
端
に
、
下
に
来
て
い
た
マ
グ
マ
が
爆
発
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

山
体
崩
壊
と
同
時
に
大
規
模
な
噴
火
も
始
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
マ

グ
マ
が
山
を
突
き
上
げ
て
い
た
の
が
つ
い
に
耐
え
切
れ
な
く
な
っ
て
、
巨
大

な
地
す
べ
り
を
起
こ
し
、
そ
の
急
激
な
減
圧
が
引
き
金
と
な
っ
て
噴
火
も

起
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
山
の
高
さ
は
四
〇
〇
ｍ
ほ
ど
低
く
な
り
、
元

は
富
士
山
型
の
き
れ
い
な
山
で
し
た
が
、
噴
火
後
は
え
ぐ
れ
た
形
の
山
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
山
体
崩
壊
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
現
象
が
起
き
ま
し
た
。

広
い
範
囲
の
森
が
な
ぎ
倒
さ
れ
、
初
め
は
何
が
起
き
た
の
か
分
か
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
の
研
究
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し

た
。
山
体
崩
壊
に
伴
っ
て
、
下
に
あ
っ
た
マ
グ
マ
が
爆
発
し
た
の
で
す
が
、

そ
の
爆
風
が
横
に
向
か
っ
て
広
が
っ
て
い
る
様
子
が
、
セ
ン
ト
ヘ
レ
ン
ズ
火

山
か
ら
東
に
五
〇
㎞
離
れ
た
ア
ダ
ム
ス
山
の
山
頂
に
い
た
登
山
者
に
よ
っ

て
撮
影
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
爆
風
の
こ
と
を
、
火
山
学
者
は「
ブ
ラ
ス

ト
」と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

現
地
は
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
、
セ
ン
ト
ヘレ
ン
ズ
火
山
の
山
体
崩
壊

跡
が
正
面
で
見
ら
れ
ま
す（
図
10
）。
火
山
方
向
か
ら
来
た
爆
風
に
よ
っ

て
倒
さ
れ
た
木
を
、
そ
の
ま
ま
残
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
観
測
し
て
い

た
一
人
の
火
山
学
者
が
、
観
測
用
の
ト
レ
ー
ラ
ー
ご
と
行
方
不
明
に
な
っ

た
の
で
、
そ
の
人
の
名
前
を
取
っ
て
こ
の
場
所
は
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
・
リ
ッ
ジ

と
呼
ば
れ
、
隣
に
は
火
山
観
測
所
が
建
っ
て
い
ま
す
。
観
光
コ
ー
ス
に
な
っ

て
い
て
、
シ
ア
ト
ル
か
ら
車
で
三
時
間
ぐ
ら
い
で
行
け
ま
す
。
い
ま
だ
に
な

ぎ
倒
さ
れ
た
ま
ま
の
森
林
が
生
々
し
く
残
っ
て
い
ま
す
。
三
三
年
た
ち
、

徐
々
に
緑
が
戻
っ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
完
全
に
は
戻
り
切
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

爆
風
の
広
が
っ
た
範
囲
は
山
頂
か
ら
約
二
五
㎞
で
、
そ
の
中
の
ほ
と

ん
ど
の
森
林
が
破
壊
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
富
士
山
の
地
図
と
比
べ
る

と
、
富
士
山
の
北
麓
全
滅
と
い
う
規
模
で
す
。
山
体
崩
壊
が
い
か
に
す

ご
い
現
象
か
、
よ
く
分
か
り
ま
す
。
た
だ
し
、
二
九
〇
〇
年
前
の
富
士

山
の
山
体
崩
壊
で
は
、
爆
風
が
出
ず
に
土
砂
が
広
が
っ
た
だ
け
で
済
み

ま
し
た
。
山
体
崩
壊
と
い
う
現
象
は
富
士
山
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、

高
く
そ
び
え
て
い
る
火
山
で
は
、
ど
こ
で
も
起
こ
り
得
る
現
象
で
す
。
た

だ
し
、
滅
多
に
起
き
ま
せ
ん
。
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山
体
崩
壊
が
起
き
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
え
ぐ
れ
た
馬
蹄
形
の
地
形

が
で
き
、
そ
の
前
面
に
土
砂
が
流
れ
て
、
上
が
ぼ
こ
ぼ
こ
し
た
地
形
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
を
流
れ
山
と
言
い
ま
す
。
流
れ
山
は
、
そ
の
地
下
に
か

つ
て
の
山
体
を
造
っ
て
い
た
部
品
が
埋
も
れ
て
出
っ
張
っ
て
い
る
所
で
す
。

流
れ
山
を
掘
る
と
古
い
山
体
の
一
部
が
出
て
き
ま
す
。
御
殿
場
の
農
村

地
帯
に
も
流
れ
山
が
残
っ
て
い
ま
す
。
古
墳
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
古

墳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
道
二
四
六
号
線
沿
い
が
一
番
見
や
す
い
で
す
。

造
成
工
事
を
す
る
と
崩
し
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
神
社
や
お
寺
の
境
内

に
行
く
と
残
っ
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
の
富
士
山
に
二
つ
の
峰
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
理
由
を
お

話
し
ま
す
。
山
体
崩
壊
を
起
こ
す
前
、
遠
く
ま
で
届
い
た
一
万
年
ぐ
ら

い
前
の
溶
岩
流
も
、
そ
れ
以
降
の
近
く
で
停
ま
っ
た
溶
岩
流
も
、
な
ぜ

か
東
麓
に
は
流
れ
て
い
ま
せ
ん
。
現
在
の
地
形
か
ら
見
る
と
あ
り
得
な

い
こ
と
で
、
山
頂
の
す
ぐ
東
に
障
害
物
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
溶
岩
の
流

れ
方
が
説
明
で
き
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
か
つ
て
古
い
峰
が
あ
っ
て
、

今
は
失
わ
れ
て
い
る
と
推
定
で
き
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
御
殿
場
方
面

に
崩
れ
た
二
九
〇
〇
年
前
の
山
体
崩
壊
の
土
砂（
御
殿
場
岩
屑
な
だ
れ
）

に
含
ま
れ
る
岩
の
特
徴
を
調
べ
た
結
果
で
す
。
ど
の
地
点
で
も
、
そ
の

大
部
分
は
古
富
士
火
山
が
崩
れ
た
土
砂
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
証
拠
に
よ
っ
て
、
富
士
山
は
か
つ
て
ツ
イ
ン
ピ
ー
ク
で
あ
っ

た
こ
と
が
ほ
ぼ
確
定
し
ま
し
た
。
崩
れ
た
跡
は
後
の
噴
火
に
よ
り
修
復

図１0　北側から見たセントヘレンズ火山（アメリカ合衆国ワシントン州）
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さ
れ
、
現
在
は
き
れ
い
な
形
に
戻
っ
て
い
ま
す（
図
11
）。

　

二
九
〇
〇
年
前
の
山
体
崩
壊
後
を
生
き
た
人
た
ち
は
、
崩
れ
た
富
士

山
の
姿
し
か
知
ら
な
い
の
で
、
私
た
ち
よ
り
損
を
し
た
と
思
い
ま
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
、
富
士
山
が
き
れ
い
な
時
代
に
生
ま
れ
育
っ
た
私
た

ち
は
、
す
ご
く
幸
運
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
崩
れ
た
富

士
山
も
や
は
り
自
然
の
形
で
す
の
で
、
こ
れ
は
こ
れ
で
美
し
い
と
思
わ
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
磐
梯
山
も
美
し
い
で
す
し
、
現
在
の
セ
ン
ト
ヘ
レ

ン
ズ
山
も
そ
れ
な
り
に
美
し
い
で
す
。

　

富
士
山
の
山
体
崩
壊
は
東
側
だ
け
に
崩
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
北
側

に
も
三
回
崩
れ
た
証
拠
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
し
、
富
士
宮
側
に
も
四

回
崩
れ
た
証
拠
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
全
体
で
十
数
回
崩
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
平
均
す
る
と
大
体
五
〇
〇
〇
年
に
一
回
程
度
の
頻
度
に
な
り
ま

す
。
口
絵
２
は
、
よ
く
崩
れ
る
方
向
で
あ
る
東
側
・
北
側
・
南
西
側
の
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
崩
れ
る
と
ど
の
辺
り
を
埋
め
て
、
ど
こ
を
流
れ
て
い

く
か
を
想
像
し
た
図
で
す
。
実
際
に
、
こ
の
通
り
に
流
れ
て
い
っ
た
証
拠

が
あ
ち
こ
ち
で
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

山
体
崩
壊
の
後
は
土
地
が
荒
れ
た
た
め
、
雨
が
降
る
た
び
に
泥
流
や
土

石
流
が
発
生
し
、
そ
れ
が
沼
津
や
小
田
原
方
面
へ
何
度
も
達
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
現
象
を
火
山
学
的
に
は「
ラ
ハ
ー
ル
」と
い
う
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で

総
称
し
ま
す
。
非
常
に
怖
い
現
象
で
、
南
米
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
ネ
バ
ド
・
デ

ル・ル
イ
ス
火
山
で
起
き
た
ラ
ハ
ー
ル
は
、
ふ
も
と
の
町
を
埋
め
て
し
ま
い
、

二
万
人
以
上
の
人
が
亡
く
な
る
と
い
う
災
害
を
起
こ
し
ま
し
た
。

　

ラ
ハ
ー
ル
は
、
山
体
崩
壊
が
起
き
な
く
て
も
、
火
山
灰
が
降
っ
て
土
地

が
荒
れ
れ
ば
起
き
ま
す
。
雲
仙
普
賢
岳
の
噴
火
の
さ
い
に
も
、
雨
が
降

る
と
何
度
も
ラ
ハ
ー
ル
が
発
生
し
、
市
街
地
を
飲
み
込
み
ま
し
た
。
そ

こ
は
今
、
保
存
さ
れ
て
記
念
公
園
に
な
り
、
島
原
半
島
ジ
オ
パ
ー
ク
の

一
つ
の
見
学
ス
ポ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。
富
士
山
の
南
西
麓
に
は
、
約

二
万
年
前
に
西
側
に
崩
れ
た
と
き
の
山
体
崩
壊
の
土
砂
が
残
っ
て
い
ま

図１1　2900年前の山体崩壊による富士山の形の変化
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す
。「
田
貫
湖
岩
屑
な
だ
れ
」と
呼
ば
れ
る
そ
の
土
砂
の
上
を
ラ
ハ
ー
ル

が
覆
っ
て
い
る
様
子
が
分
か
り
ま
す（
図
12
）。

　

北
に
流
れ
た
ラ
ハ
ー
ル
が
、
山
梨
県
都
留
市
の
夏
狩
湧
水
群
の
辺
り

で
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
滝
の
岩
盤
に
見
え
て
い
る
縞
々
が
、
お
そ
ら
く

富
士
山
の
山
体
崩
壊
に
伴
っ
て
起
き
た
大
規
模
な
ラ
ハ
ー
ル（
富
士
相
模

川
泥
流
）の
地
層
で
す（
図
13
）。
こ
の
地
層
の
上
を
後
の
時
代
の
溶
岩

流
が
覆
っ
て
い
ま
す
。
溶
岩
は
水
を
通
し
、
ラ
ハ
ー
ル
は
水
を
通
さ
な
い

の
で
、
溶
岩
と
ラ
ハ
ー
ル
の
地
層
の
間
か
ら
、
白
糸
の
滝
と
同
じ
よ
う
に

図１2　田貫湖岩屑なだれとその上を覆うラハール（土石流、泥流など）の地層（富士宮市）

図１3　太郎・次郎滝（都留市）と富士相模川泥流



16静岡大学・中日新聞連携講座「世界文化遺産富士山を考える」┃

水
が
わ
い
て
、
き
れ
い
な
滝
を
作
っ
て
い
ま
す
。
私
は「
北
の
白
糸
」と
呼

ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
滝
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
ず
っ
と
下
流
に
行
っ
た
神
奈
川
県
相
模
原
市
に
田
名
向
原

遺
跡
が
あ
り
、
そ
の
遺
跡
を
掘
っ
た
と
き
の
地
層
の
断
面
が
展
示
さ
れ

て
い
ま
す
。
二
〇
㎝
ぐ
ら
い
の
黒
い
地
層
が
一
枚
入
っ
て
い
ま
す
。
先
ほ

ど
夏
狩
湧
水
群
で
見
た
ラ
ハ
ー
ル
が
ず
っ
と
下
流
に
流
れ
下
っ
た
も
の

で
、
泥
ま
じ
り
の
砂
の
層
と
な
っ
て
い
ま
す
。

６ 

山
腹
噴
火
の
時
代

　

富
士
山
で
は
、
山
頂
噴
火
の
時
代
が
終
わ
っ
た
後
の
約
二
二
〇
〇
年

前
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
山
腹
で
ば
か
り
噴
火
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
マ
グ
マ
が
横
漏
れ
し
て
、
山
腹
で
噴
火
し
た
の
で
す
。
こ
う
し
た

噴
火
の
際
に
は
大
抵
割
れ
目
が
で
き
ま
す
が
、
そ
の
割
れ
目
の
上
に
幾

つ
か
小
さ
な
火
山
や
火
口
が
並
ん
で
噴
火
し
ま
す
。
そ
の
跡
が
地
形
に

よ
く
残
っ
て
い
ま
す
。
伊
豆
半
島
が
衝
突
し
て
本
州
を
押
し
て
い
る
の
で
、

そ
の
向
き
に
力
が
掛
か
る
た
め
に
北
西—

南
東
方
向
に
割
れ
目
が
で
き

や
す
く
、
山
腹
噴
火
の
跡
も
山
頂
の
北
西
側
と
南
東
側
に
集
ま
る
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
南
東
斜
面
に
三
つ
の
火
口
が
並
ぶ
宝
永
火
口（
後

述
）も
、
一
七
〇
七
年
の
宝
永
噴
火
で
横
漏
れ
し
た
跡
で
す
。
爆
発
的
な

噴
火
だ
っ
た
た
め
に
、
大
き
な
穴
に
な
り
ま
し
た
。

　

富
士
山
の
南
西
麓
に
は
、
南
西
山
腹
の
火
口
か
ら
流
れ
て
き
た
青
沢

溶
岩
と
呼
ば
れ
る
溶
岩
流
が
あ
り
ま
す
。
約
一
五
〇
〇
年
前
の
新
し
い

溶
岩
な
の
で
、
よ
く
地
形
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
青
沢
溶
岩
の
先
端

に
、
世
界
遺
産
の
構
成
資
産
に
な
っ
た
山
宮
浅
間
神
社
の
遥
拝
所
が
あ

り
ま
す
。
わ
ざ
わ
ざ
溶
岩
の
末
端
に
造
っ
て
あ
る
の
で
す
。
鳥
居
を
く

ぐ
っ
て
遥
拝
所
に
登
っ
て
見
る
富
士
山
そ
の
も
の
が
、
こ
の
神
社
の
ご
神

体
で
す（
図
14
）。
浅
間
神
社
は
噴
火
を
鎮
め
る
た
め
に
造
ら
れ
た
神
社図１4　山宮浅間神社（富士宮市）の遥拝所から見た富士山
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な
の
で
、
こ
こ
に
造
ら
れ
た
こ
と
に
は
何
か
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
文
化
遺
産
は
、
こ
う
し
た
こ
と
と
は
関
係

な
く
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
や
っ
て
自
然
の
視
点
か
ら
見
る
と
、

そ
の
意
味
合
い
や
価
値
が
よ
り
深
ま
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
図

14
の
写
真
の
下
半
分
を
よ
く
見
る
と
、
高
圧
線
が
富
士
山
の
景
観
を
壊

し
て
い
る
の
で
、
今
後
何
ら
か
の
配
慮
が
必
要
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
時
期
の
溶
岩
が
造
っ
た
溶
岩
樹
型
の
中
で
、
横
倒
し
に
な
っ
て
折

り
重
な
り
合
っ
た
も
の
が
信
仰
の
場
と
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
溶
岩
樹

型
は「
御
胎
内
」な
ど
と
呼
ば
れ
、
御
殿
場
市
の「
印
野
の
熔
岩
隧
道
」や
、

富
士
吉
田
市
の「
吉
田
胎
内
」と「
船
津
胎
内
」が
有
名
で
す
。
印
野
の
も

の
は
、
残
念
な
が
ら
自
衛
隊
の
演
習
場
に
囲
ま
れ
て
い
る
の
で
、
世
界
遺

産
の
リ
ス
ト
か
ら
洩
れ
て
し
ま
い
、
吉
田
胎
内
と
船
津
胎
内
だ
け
が
リ
ス

ト
に
入
り
ま
し
た
。
樹
型
の
内
部
で
は
、
表
面
が
溶
け
て
垂
れ
て
い
る
様

子
が
分
か
り
ま
す
。
天
井
か
ら
垂
れ
た
溶
岩
鍾
乳
石
、
壁
を
流
れ
た
様

子
、
床
に
垂
れ
落
ち
た
溶
岩
石
筍
な
ど
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
こ
う
い
う

も
の
が
昔
の
人
々
に
は
す
ご
く
神
秘
的
で
、
人
の
体
の
中
の
よ
う
に
見
え

た
の
で「
御
胎
内
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

７ 

貞
観
噴
火

　

歴
史
時
代
の
噴
火
の
説
明
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
よ
く「
富
士
山
の
三

大
噴
火
」と
し
て
延
暦
の
噴
火
も
含
め
る
数
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
火

山
学
的
に
見
る
と
延
暦
の
噴
火
は
中
規
模
の
噴
火
な
の
で「
三
大
噴
火
」

と
い
う
呼
び
方
は
適
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
く
に
大
規
模
だ
っ
た
の

は
平
安
時
代
の
貞
観
噴
火（
八
六
四
年
）と
、
江
戸
時
代
の
宝
永
噴
火

（
一
七
〇
七
年
）で
す
。

　

貞
観
噴
火
は
、
青
木
ヶ
原
樹
海
を
造
っ
た
噴
火
と
し
て
も
名
高
い
も

の
で
す
。
富
士
山
の
北
西
斜
面
か
ら
噴
出
し
、
本
栖
湖
、
精
進
湖
、
西

湖
に
流
れ
込
ん
だ
溶
岩
を
流
し
た
噴
火
で
す（
図
15
）。
砕
石
場
跡
に
行

く
と
溶
岩
流
の
断
面
が
見
え
ま
す
が
、
一
〇
ｍ
ぐ
ら
い
の
厚
さ
が
あ
る

の
が
分
か
り
ま
す（
図
16
）。
溶
岩
流
の
底
と
、
そ
の
下
に
あ
る
土
ま
で

見
え
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
調
べ
た
結
果
、
貞
観
噴
火
は
二
列
の
割
れ
目

火
口
か
ら
の
噴
火
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
長
尾
山
は
、
こ

の
割
れ
目
の
上
に
で
き
た
火
山
で
す
。
噴
火
前
に
あ
っ
た「
剗（
せ
）の
海
」

と
い
う
大
き
な
湖
が
こ
の
溶
岩
流
に
埋
め
ら
れ
、
精
進
湖
と
西
湖
に
分

か
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
溶
岩
流
の
上
に
よ
く
森
が
生
育
し
て「
青

木
ヶ
原
樹
海
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

貞
観
噴
火
に
つ
い
て
は
当
時
の
文
字
記
録
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
溶
岩

が
ど
の
よ
う
に
流
れ
広
が
っ
た
か
、
湖
を
ど
の
よ
う
に
埋
め
て
い
っ
た
か

が
、
あ
る
程
度
描
け
ま
す
。
ま
た
、「
剗
の
海
」の
水
深
に
つ
い
て
全
く
情

報
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
精
進
湖
と
西
湖
の
中
間
で
穴
を
掘
っ
た

と
こ
ろ
、
地
表
か
ら
一
三
五ｍ
下
に
、
よ
う
や
く
元
の
湖
の
底
に
あ
っ
た
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図１6　青木ヶ原溶岩の断面

図１5　貞観噴火で流出した青木ヶ原溶岩の分布
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泥
が
出
て
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
か
な
り
深
い
湖
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。「
剗
の
海
」を
埋
め
た
分
を
考
慮
に
入
れ
て
、
ど
の
く
ら
い
の

マ
グ
マ
が
出
た
か
を
洗
い
直
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
今
ま
で
七
億
㎥
の

マ
グ
マ
を
噴
出
し
た
宝
永
噴
火
が
最
大
だ
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
き

ち
ん
と
計
算
し
た
ら
、
貞
観
噴
火
が
宝
永
噴
火
の
約
二
倍
マ
グ
マ
を
出
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
貞
観
噴
火
は
、
歴
史
時
代
だ
け
で
は

な
く
、
過
去
三
二
〇
〇
年
で
見
て
も
最
大
の
噴
火
で
す
。

８ 

宝
永
噴
火

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
富
士
山
の
南
東
斜
面
に
大
き
な
火
口
が
三
つ

開
い
て
お
り
、
そ
の
脇
に
宝
永
山
が
あ
り
ま
す
。
天
気
の
良
い
日
に
、
富

士
山
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
の
水
ヶ
塚
駐
車
場
か
ら
見
上
げ
る
と
、
見
事
に
宝
永

火
口
と
宝
永
山
が
見
え
ま
す（
図
17
）。
宝
永
山
の
山
頂
近
く
に
あ
る
赤

岩
は
古
富
士
火
山
の
一
部
で
、
下
か
ら
突
き
出
て
い
ま
す
。
富
士
宮
口
の

五
合
目
か
ら
一
時
間
弱
で
行
け
、
火
口
の
中
に
も
下
り
ら
れ
ま
す
。
宝

永
山
は
、
す
ぐ
脇
の
火
口
で
噴
火
し
た
際
に
、
マ
グ
マ
が
下
か
ら
突
き
上

げ
て
隆
起
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

　

宝
永
噴
火
は
江
戸
時
代
な
の
で
、
た
く
さ
ん
の
人
が
記
録
し
、
絵
ま

で
描
い
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
最
初
に
軽
石
が
降
っ
て
き
て
、
大
き
な
も

の
は
落
ち
て
割
れ
て
火
を
噴
い
た
と
い
う
記
述
が
残
っ
て
い
ま
す
。
二
万
ｍ

図１7　南東側から見た富士山と宝永火口・宝永山
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ぐ
ら
い
の
高
さ
ま
で
立
ち
上
っ
た
噴
煙
は
、
ジェ
ッ
ト
気
流
に
あ
お
ら
れ
て

東
に
向
かっ
て
流
れ
、
風
下
に
大
量
の
火
山
灰
を
降
り
積
も
ら
せ
ま
し
た
。

江
戸
に
も
降
っ
た
こ
と
が
、
新
井
白
石
の
有
名
な
記
述
で
分
か
り
ま
す
。

　

宝
永
火
口
の
そ
ば
に
行
く
と
、
火
山
弾
や
火
山
礫
が
、
厚
さ
で
五
ｍ

以
上
積
も
っ
て
い
ま
す（
図
18
）。
火
口
か
ら
五
㎞
ぐ
ら
い
離
れ
て
も
、
二

ｍ
以
上
の
厚
さ
が
あ
り
ま
す
。
火
山
灰
の
厚
さ
の
分
だ
け
土
地
が
か
さ

上
げ
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
風
下
の
神
奈
川
県
山
北
町
の
丘
の
上

で
、
当
時
の
人
々
が
火
山
灰
と
い
か
に
戦
っ
た
か
が
分
か
る「
天
地
返
し
」

の
跡
が
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
火
山
灰
が
降
る
と
、
耕
作
土
が
下
に
埋
も

れ
て
し
ま
っ
て
植
物
が
育
た
な
い
た
め
、
火
山
灰
を
下
に
埋
め
る
代
わ
り

に
耕
作
土
を
上
に
堀
り
出
し
、
本
当
に
地
層
の
上
下
を
ひ
っ
く
り
返
し

て
畑
を
よ
み
が
え
ら
せ
ま
し
た
。
気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
大
変
な
作
業

だ
っ
た
は
ず
で
す
。

　

丘
の
上
で
は
そ
う
し
た
作
業
が
で
き
ま
し
た
が
、
平
野
で
は
た
び
た

び
洪
水
が
起
き
て
駄
目
で
し
た
。
酒
匂
川
は
足
柄
平
野
に
流
れ
出
る
と

暴
れ
川
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
初
期
に
大
口
堤
と
い
う

堤
防
を
造
っ
た
お
か
げ
で
、
広
い
稲
作
地
帯
が
確
保
さ
れ
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
宝
永
噴
火
で
大
量
の
火
山
灰
が
流
れ
て
川
底
が
高
く
な
っ
た

た
め
に
、
増
水
で
堤
防
が
簡
単
に
乗
り
越
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
大
口
堤
が
頻
繁
に
破
ら
れ
る
の
で
、
い
っ
た
ん
堤
防

の
修
復
を
あ
き
ら
め
て
二
〇
年
ぐ
ら
い
放
置
さ
れ
、
洪
水
が
暴
れ
回
る

土
地
に
戻
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
足
柄
平
野
が
洪
水
の
た
び
に
濁
流
に
飲

み
込
ま
れ
た
様
子
が
、
当
時
の
絵
図
や
記
録
か
ら
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
三
〇
年
ほ
ど
た
っ
て
、
よ
う
や
く
近
代
的
な
土
木
技
術
を
持
っ

た
役
人
が
、
立
派
な
堤
を
築
き
直
し
ま
し
た
。

９ 
活
断
層
が
守
っ
た
白
糸
の
滝

　

富
士
山
の
西
側
を
見
ま
し
ょ
う
。
図
19
は
空
か
ら
見
た
大
沢
崩
れ

図18　宝永噴火で降り積もった火山弾と火山れき
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と
、
そ
の
下
流
に
あ
る
扇
状
地
の
一
番
山
側
の
部
分
で
す
。
大
沢
崩
れ

で
は
、
雪
が
溶
け
る
と
毎
日
落
石
が
起
き
て
い
ま
す
が
、
そ
の
土
砂
は

い
っ
た
ん
谷
の
底
に
た
ま
り
、
大
雨
が
降
る
と
土
石
流（
ラ
ハ
ー
ル
）と
し

て
流
れ
、
麓
に
扇
状
の
土
地
の
高
ま
り（
扇
状
地
）を
造
り
ま
す
。

　

大
沢
崩
れ
か
ら
流
れ
出
る
土
石
流
に
よ
っ
て
、
下
流
の
扇
状
地
付
近

は
た
び
た
び
被
害
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
昭
和
四
〇
年
代
に
も
、
扇
状

地
の
末
端
に
あ
る
上
井
手
と
い
う
集
落（
富
士
宮
市
）の
被
害
記
録
が

残
っ
て
い
ま
す
。
上
井
出
の
す
ぐ
近
く
に
は
世
界
遺
産
に
な
っ
た
白
糸
の

滝
が
あ
り
、
大
沢
崩
れ
か
ら
流
れ
出
る
土
石
流
が
達
す
る
場
所
に
位
置

し
ま
す
。
人
間
が
砂
防
工
事
を
始
め
た
の
は
四
〇
年
ほ
ど
前
で
す
か
ら
、

そ
れ
以
前
の
土
石
流
は
、
た
び
た
び
白
糸
の
滝
に
流
れ
込
ん
で
い
た
は

ず
で
す
。
そ
れ
な
の
に
白
糸
の
滝
が
な
ぜ
埋
ま
ら
な
い
で
残
っ
て
い
る
の

か
、
不
思
議
な
こ
と
で
す
。
い
ろ
い
ろ
考
え
た
結
果
、
皮
肉
な
こ
と
に
、

活
断
層
が
白
糸
の
滝
を
保
存
し
て
き
た
ら
し
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

そ
の
活
断
層（
芝
川
断
層
）は
、
近
い
将
来
に
大
き
な
地
震
を
起
こ
す
か

も
し
れ
な
い
富
士
川
河
口
断
層
帯
の
一
部
で
す
。

　

富
士
山
の
南
西
麓
に
あ
た
る
富
士
宮
付
近
の
地
形
を
見
る
と
、
南
麓

の
富
士
市
付
近
の
よ
う
に
き
れ
い
に
海
岸
ま
で
裾
を
引
か
ず
、
な
ぜ
か

富
士
川
の
手
前
に
丘
陵（
星
山
丘
陵
と
羽
鮒
丘
陵
）が
あ
り
ま
す
。
口

絵
１
は
、
空
か
ら
見
た
星
山
丘
陵
と
富
士
山
の
写
真
で
す
。
こ
こ
を
横

切
る
よ
う
に
、
富
士
川
河
口
断
層
帯
中
の
大
宮
断
層
、
安
居
山
断
層

図19　西側から見た富士山と大沢崩れ。手前は大沢扇状地
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が
通
り
、
そ
の
手
前
が
隆
起
し
て
丘
陵
に
な
っ
て
い
ま
す
。
丘
陵
の
さ
ら

に
手
前
の
富
士
川
沿
い
に
は
、
富
士
山
か
ら
流
れ
て
き
た
溶
岩
が
あ
り

ま
す（
図
20
）。
丘
陵
を
乗
り
越
え
な
い
と
こ
こ
に
流
れ
て
来
ら
れ
な
い

の
で
、
丘
陵
が
で
き
る
前
の
溶
岩
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
溶
岩
が
流
れ
た
後
に
、
活
断
層
が
丘
陵
を
隆
起
さ
せ
た
の
で
す
。

約
一
万
年
前
の
溶
岩
な
の
で
、
す
ご
い
勢
い
で
丘
陵
が
で
き
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

　

こ
の
丘
陵
の
北
方
延
長
上
に
白
糸
の
滝
が
あ
り
ま
す（
図
21
）。
白
糸

の
滝
の
背
後
に
あ
る
崖
を
見
る
と
、
水
を
通
し
に
く
い
土
石
流
の
地
層

の
上
に
、
富
士
山
の
溶
岩
流
が
乗
っ
て
い
ま
す
。
溶
岩
の
中
は
水
が
通
る

の
で
、
両
者
の
境
界
付
近
か
ら
水
が
わ
き
出
ま
す
。
つ
ま
り
、
湧
水
が
白

糸
の
滝
を
作
っ
て
い
ま
す
。
一
般
論
と
し
て
は
、
こ
の
湧
水
は
富
士
山
か

ら
地
下
を
流
れ
て
き
た
雪
解
け
水
と
い
う
理
解
で
よ
い
の
で
す
が
、
こ
の

考
え
方
を
そ
の
ま
ま
白
糸
の
滝
に
当
て
は
め
る
の
は
単
純
過
ぎ
ま
す
。
な

ぜ
な
ら
、
富
士
山
と
白
糸

の
滝
の
間
に
は
、
活
断
層

が
通
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

上
井
出
の
集
落
と
白
糸

の
滝
の
間
に
活
断
層（
芝

川
断
層
）が
通
っ
て
お
り
、

白
糸
の
滝
付
近
を
隆
起
さ

せ
て
い
る
こ
と
が
、
航
空

レ
ー
ザ
ー
測
量
に
も
と
づ

く
立
体
地
図
か
ら
読
み
取

れ
ま
す（
口
絵
３
）。
つ
ま

図２0　富士川にかかる蓬莱橋とそのたもとに見られる富士山の溶岩流。橋の向こうの丘が星山丘陵で、そ
の背後に富士山が見える。

図２1　白糸の滝（富士宮市）
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り
、
白
糸
の
滝
が
大
沢
崩
れ
か
ら
時
お
り
流
れ
出
る
土
石
流
に
埋
ま
ら

な
い
の
は
、
こ
の
活
断
層
が
時
々
動
い
て
、
そ
の
西
側
を
隆
起
さ
せ
て
い

る
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
、
土
石
流
の
土
砂
が
白
糸
の
滝
ま
で
な
か
な

か
入
り
込
め
な
い
の
で
す
。
た
だ
し
、
画
面
上
部
の
猪
之
窪
川
か
ら
土

石
流
が
回
り
込
ん
で
浸
入
し
た
こ
と
が
、
地
形
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
幸

い
、
こ
こ
に
は
す
で
に
砂
防
施
設
が
で
き
た
の
で
、
今
後
は
も
う
大
丈

夫
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
人
間
が
多
少
手
助
け
し
た
に
し
て
も
、
主
に

白
糸
の
滝
を
守
っ
て
き
た
の
は
活
断
層
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

10 

「
白
糸
五
滝
」の
保
全
計
画
を

　

白
糸
の
滝
と
音
止
の
滝
の
上
流
に
は
、
さ
ら
に
三
つ
の
滝（
神
棚
の

滝
、
牛
淵
の
滝
、
朴
の
木
淵
の
滝
）が
あ
る
こ
と
が
、
航
空
レ
ー
ザ
ー
測

量
に
も
と
づ
く
立
体
地
図
で
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
ら
五
つ
の
滝

は
、
お
そ
ら
く
セ
ッ
ト
で
誕
生
し
た
も
の
で
、「
白
糸
五
滝
」と
呼
ぶ
べ
き

も
の
で
す（
口
絵
３
）。
白
糸
の
滝
の
上
流
の
川
に
は
水
が
な
く
、
伏
流

水
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
音
止
の
滝
の
上
流
の
川
に
は
豊
富
な
水

量
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
川
は
、
さ
ら
に
上
流
で
ひ
と
つ
の
川
に
な

り
ま
す
。
つ
ま
り
、
な
ぜ
か
芝
川
の
流
れ
が
下
流
に
向
か
っ
て
不
自
然

に
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
謎
も
未
だ
に
解
け
て
い
ま
せ
ん
。

不
思
議
な
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
場
所
で
す
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
先
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
白
糸
の
滝
の
東
側
に
は

芝
川
断
層
が
あ
る
の
で
、
富
士
山
側
か
ら
の
地
下
水
の
流
れ
は
そ
こ
で

断
ち
切
ら
れ
、
白
糸
の
滝
ま
で
は
届
き
に
く
い
は
ず
で
す
。
つ
ま
り
、
白

糸
の
滝
で
わ
き
出
す
地
下
水
の
多
く
は
、
上
流
に
あ
る
芝
川
の
伏
流
水

だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
守
る
た
め
の
肝
心
の
場

所
が
、
現
在
の
白
糸
の
滝
の
保
全
計
画
に
は
入
っ
て
き
て
い
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
、
現
在
の
保
全
計
画
は
、
滝
の
位
置
の
移
動
を
考
え
て
い
な

い
よ
う
に
見
え
ま
す
。
滝
と
い
う
も
の
は
、
時
間
が
た
つ
と
上
流
に
向

か
っ
て
崩
れ
て
下
が
っ
て
い
き
ま
す
。
滝
の
背
後
の
崖
に
地
層
が
よ
く
見

え
る
の
も
、
時
々
そ
こ
が
崩
れ
る
か
ら
で
す
。
今
は
滝
の
崩
壊
と
後
退

は
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
地
震
が
起
き
た
り
大
雨
が
降
っ
た

り
す
る
と
、
一
気
に
進
む
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
本
来
滝
は
後
退
す
る
も
の
だ
と
思
っ
て
、
滝
の
付
近
に
つ
く

る
施
設
は
十
分
余
裕
を
も
っ
て
置
か
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
が
、
現
在

の
保
全
計
画
で
は
、
滝
の
上
流
付
近
に
駐
車
場
を
整
備
し
、
土
産
物
屋

を
そ
の
周
辺
に
移
す
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
自
然
の
シ
ス
テ
ム
を
よ
く
理

解
し
、
そ
の
将
来
を
十
分
予
測
し
た
上
で
長
期
的
保
全
計
画
を
立
て
る

べ
き
な
の
に
、
滝
と
い
う
ス
ポ
ッ
ト
だ
け
を
見
世
物
と
し
て
守
ろ
う
と
い

う
発
想
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

白
糸
の
滝
の
将
来
は
、
こ
の
ま
ま
で
い
く
と
、
か
つ
て
山
梨
県
の
都
留

市
に
あ
っ
た「
田
原
の
滝
」と
同
じ
よ
う
な
運
命
を
た
ど
る
の
で
は
な
い
か
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と
危
惧
し
て
い
ま
す
。
田
原
の
滝
は
、
か
つ
て
芭
蕉
が
句
を
詠
ん
だ
ほ
ど

美
し
い
滝
で
、
桂
川
に
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
九
二
三
年
の

大
正
関
東
地
震
を
き
っ
か
け
に
ど
ん
ど
ん
崩
壊
が
進
ん
で
、
周
り
の
住

家
ま
で
危
険
が
及
ぶ
よ
う
に
な
り
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
三
面
張
り
を
し
て
、

何
の
価
値
も
な
く
な
り
ま
し
た
。
昔
は
柱
状
節
理
が
き
れ
い
に
見
え
て

美
し
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
惜
し
む
声
に
こ
た
え
て
、「
田
原
の
滝
再
生

事
業
」と
し
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
面
に
柱
状
節
理
が
模
造
さ
れ
ま
し
た
が
、

所
詮
は
人
工
物
な
の
で
不
自
然
な
形
を
し
て
い
ま
す（
図
22
）。
ひ
と
つ

の
失
敗
の
教
訓
だ
と
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
。

図２2　桂川と田原の滝（都留市）
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