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撮影　五十川

｢
ま
る
ご
と
山
博
ふ
れ
あ
い
講
座
｣
を
開
く

大
町
向
一
軒
博
物
館

大
町
出
店
博
物
鮎
で
は
半
成
上
旧
年
-
月
十
九
日
へ

サ
ン
ア
ル
プ
ス
大
町
　
(
大
町
而
)
　
に
て
､
日
ご
ろ
博

物
館
職
員
が
行
な
っ
て
い
る
調
査
研
究
な
と
に
つ
い

て
常
民
の
皆
さ
ん
な
ど
へ
鮪
説
す
る
　
｢
ま
る
こ
と
同

曲
ふ
れ
あ
い
講
座
｣
を
開
催
し
ま
し
た

｢
博
物
鮎
の
ス
タ
ノ
フ
は
布
目
な
に
を
し
て
い
る

ん
だ
ろ
う
り
｣
　
｢
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
っ
て
な
に
う
｣

と
い
っ
た
皆
さ
ん
か
ら
の
声
に
お
答
え
す
る
た
め
､

昨
年
の
第
-
回
に
続
い
て
の
金
山
で
す

当
日
は
ど
な
た
で
も
無
料
で
参
加
し
て
い
た
だ
き
､

軌
か
ら
夕
方
ま
で
丸
.
日
に
わ
た
る
時
間
向
は
入
退

場
自
由
と
し
て
､
職
員
L
名
が
地
域
の
動
植
物
や
登

用
に
関
す
る
発
表
を
行
な
い
ま
し
た
し
　
発
表
の
テ
ー

マ
は
次
の
通
り
で
す
､

｢
こ
れ
か
ら
の
中
西
｣
｢
口
中
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ
｣
｢
大

町

に

お

け

る

ク

ロ

ッ

ハ

メ

シ

シ

ミ

の

生

忠

状

況

｣

｢
安
芸
地
方
の
湿
地
に
お
け
る
絶
滅
危
憤
植
物
の
生

活
史
と
増
殖
法
｣
｢
高
所
の
影
轡
と
身
体
の
適
応
と

障
害
｣
｢
舟
山
館
研
究
序
葦
｣
｢
中
居
両
家
･
茨
木
雅

之
吉
L
J

こ
の
日
の
参
加
者
は
､
博
物
館
友
の
会
会
員
や
市

民
の
皆
さ
ん
を
中
心
に
五
十
石
名
を
か
そ
､
え
､
皆
さ

ん
た
い
へ
ん
熱
心
に
各
発
表
に
耳
を
か
た
む
け
て
い

た
だ
き
ま
し
た
｡
そ
し
て
'
発
表
後
の
質
疑
･
応
答

の
時
間
で
は
活
発
な
高
見
交
換
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
/

会
揚
で
は
参
加
者
の
皆
さ
ん
に
こ
協
力
い
た
だ
き
､

今
回
の
講
座
に
つ
い
て
の
広
見
･
成
霜
心
や
博
物
館
の

活
動
に
関
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
な
い
ま
し
た
ー

｢
半
=
の
つ
も
り
で
し
た
が
面
白
く
､
牛
後
も
参
加

し
ま
し
た
｣
言
-
校
の
完
全
週
休
二
日
制
に
あ
わ
せ
､

休
日
を
利
用
し
た
十
と
も
向
け
の
催
し
を
｣
な
ど
参

画
者
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
意
見
や
こ
感
想
が
よ
せ

ら
れ
ま
し
た
　
同
一
蛤
輯
物
鮪
で
は
こ
れ
ら
を
参
考
に

し
て
来
年
度
の
講
座
向
容
や
今
後
の
活
動
に
い
か
し

て
ま
い
り
ま
す
〈
∪



②

図1　フォッサマグナ

糸魚川一静岡線の東側は､かつては海峡状の浅海であった｡フォノサ

マグナの若い地層(白い部分)があり､その両側には古い地錨(平行

線の部分)の山岳がある｡耐別は11本アルプス側ではっきりしている

が､東側の境の大断層は特定されていない｡,関東山地は古い島状に考

えられる｡
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図2　長野県は日本の要

糸魚川一開研紡端点と中央構造線は､長野県で交差して､ 11本1時蔦を

大きな3Lx分にしている　この他網Jlrl.i劫,らみて､則朝!.-は我が国の

局の要と言える､

館物博ど山

北
ア
ル
プ
ス
と
フ
ォ
ッ
サ

マ
グ
ナ
の
成
り
立
ち

平

　

林

　

照

　

雄

全
国
的
に
特
異
な
長
野
県
の
地
質

日
本
列
島
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
側
に
沿
っ
た

弧
状
列
島
で
あ
る
｡
多
彩
な
自
然
環
境
の
島
国
で
､

海
の
幸
に
恵
ま
れ
て
い
る
｡
勤
勉
な
国
民
に
よ
っ
て
､

一
五
〇
〇
年
余
の
歴
史
を
守
り
､
同
家
の
維
持
と
発

展
を
遂
げ
て
き
た
｡
し
か
し
環
太
平
洋
火
山
帯
と
地

震
帯
に
属
し
'
大
陸
の
東
岸
気
候
に
あ
る
た
め
に
､

自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
｡
地
下
資
源

に
は
乏
し
く
､
傾
斜
地
が
多
く
平
地
は
少
な
い
｡
し

か
し
､
農
業
国
か
ら
工
業
国
と
な
り
､
終
戦
後
の
復

興
も
遂
げ
た
｡
や
が
て
経
済
強
国
と
な
り
へ
平
和
を

半
世
紀
に
恵
ま
れ
た
｡
た
だ
し
､
そ
の
後
不
況
と
社

会
不
安
に
見
舞
わ
れ
､
期
待
さ
れ
た
新
世
紀
も
､
我

が
国
を
含
め
た
､
世
界
的
な
危
機
に
面
し
て
い
る
｡

自
然
保
護
と
地
球
環
境
問
題
が
叫
ば
れ
､
一
触
即
発

の
不
穏
な
地
域
も
増
え
て
き
た
｡
こ
の
際
長
野
県
で

も
課
題
の
多
い
自
然
環
境
を
､
地
質
の
血
か
ら
見
て

い
き
た
い
｡

私
達
の
生
活
を
支
え
て
い
る
足
下
の
土
壌
や
動
植

物
は
､
地
球
の
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
表
面
で
あ
る
｡
こ

れ
ら
の
地
下
に
は
､
半
径
六
三
七
〇
k
m
の
地
球
の
本

体
が
あ
る
｡
肉
眼
で
直
接
確
認
で
き
な
い
地
下
深
-

の
岩
石
や
地
下
資
源
は
も
ち
ろ
ん
､
地
下
の
構
造
や

マ
グ
マ
の
動
き
が
'
地
表
の
生
活
を
支
配
し
て
い
る
｡

こ
の
分
野
の
研
究
が
地
質
学
で
あ
る
｡
長
野
県
の
地

質
は
複
雑
で
'
特
に
地
質
構
造
的
に
は
､
日
本
列
島

の
要
に
あ
る
｡
地
質
研
究
の
要
所
で
あ
り
､
フ
ォ
ノ

サ
マ
グ
ナ
は
世
界
的
に
知
ら
れ
た
特
異
な
地
質
描
造

で
あ
る
｡

日
本
列
島
の
地
層
や
岩
石
を
便
宜
的
に
､
新
旧
に

二
分
し
て
み
る
と
､
地
質
は
図
-
の
よ
う
に
な
る
｡

県
の
両
側
の
日
本
ア
ル
プ
ス
と
関
東
用
地
の
古
い
地

質
は
'
H
本
列
島
が
彬
成
さ
れ
る
こ
ろ
か
ら
の
億
年

単
位
の
海
成
層
で
あ
る
｡
こ
の
占
い
地
質
に
挟
ま
れ

た
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
は
､
今
か
ら
二
〇
〇
〇
万
年
前

こ
ろ
に
H
本
海
の
拡
大
時
に
海
域
と
な
っ
た
｡
こ
の

陥
没
し
た
新
し
い
海
に
堆
積
し
た
地
層
な
の
で
あ
る
､

長
野
県
に
は
糸
魚
川
-
確
固
繕
造
線
と
､
こ
れ
に
切

ら
れ
て
諌
訪
盆
地
の
南
か
ら
'
九
州
ま
で
走
る
大
断

層
の
中
央
硝
造
線
が
あ
る
｡
前
者
は
日
本
列
島
を
束

北
日
本
と
時
南
日
本
に
分
け
､
後
者
は
西
南
日
本
を

向
帯
と
外
帯
に
分
け
て
い
る
｡
こ
の
二
大
断
層
に
よ

っ
て
日
本
列
島
は
二
区
分
さ
れ
て
い
る
｡
し
た
が
っ

て
こ
の
二
大
断
層
が
交
差
し
て
い
る
長
野
県
は
､
日

本
列
島
の
要
で
あ
り
､
地
理
的
に
は
中
心
で
も
あ
る

(
図
2
)
｡
ち
な
み
に
糸
魚
川
-
静
岡
線
は
一
一
五

〇
品
で
､
中
央
棉
造
線
は
L
〇
〇
品
の
大
断
層
で
あ

る
｡

糸
魚
川
-
静
岡
線
は
二
区
分

さ
れ
､
長
野
県
の
部
分
は
北
部

に
あ
り
､
糸
魚
川
-
忠
尻
線
と

呼
ば
れ
､
そ
の
西
側
は
北
ア
ル

プ
ス
で
あ
る
-
フ
ォ
ノ
サ
マ
グ

ナ
は
､
中
央
部
が
八
ケ
高
の
大

火
向
で
獲
わ
れ
て
お
り
､
長
野

県
側
は
北
部
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ

で
あ
る
｡

北
ア
ル
プ
ス
と

北
部
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ

糸
魚
川
-
塩
尻
線
に
沿
っ
て

は
白
罵
盆
地
を
造
っ
た
姫
川
が

あ
り
､
そ
の
南
に
は
高
瀬
川
と

梓
川
の
大
局
状
地
を
も
つ
松
本

盆
地
が
あ
る
｡

こ
の
地
域
の
西
側
は
北
ア
ル

プ
ス
　
(
飛
騨
同
脈
)
　
の
男
性
的
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写真1　巨大な｢やまじゃり｣

大町iliの東向のヤまじゃ申よ､大略確柄と命名されたが､晴信のみで.地吊の確../.1.が

できないでいた　ところが工事によって新しい地層が見つか)､過去2回の巨礫の質

料を参考にすることで､冠状が地層.lllであることが碓pF.).された　この写Il..は大山吊の

束iiiの滝ノ机上,'iiの地層｡'の　申､つましべ‖)｣で､ IIII佃よ3m　近くには5mのものも

理まっている　この場合のじゃ言)とは､　被にいう小!,I,の砂利とは別である
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-
賀
〇
一

モ
び

な
高
山
帯
の
連
峰
を
雀
え
さ
せ
､
東
側
に
は
北
部
フ

ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
の
女
性
的
な
低
山
帯
の
中
北
信
の
同

並
み
が
あ
る
｡
わ
ず
か
幅
数
晶
の
松
本
盆
地
を
隔
て

て
'
全
く
異
質
的
な
両
地
が
対
面
し
て
い
る
景
観
は

他
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
｡
両
山
地
の
四
季
の
変

化
は
実
に
見
ご
た
え
が
あ
る
｡

科
学
に
よ
っ
て
自
然
を
探
求
し
､
自
然
と
人
間
と

社
会
の
つ
な
が
り
を
強
め
た
り
高
め
て
い
く
こ
と
が
､

二
十
一
世
紀
に
期
待
さ
れ
る
環
塊
羊
と
生
命
科
学
で

あ
る
｡
大
町
吊
か
ら
見
る
両
側
の
同
地
は
高
低
に
こ

そ
大
差
は
あ
っ
て
も
､
同
様
な
物
質
の
変
化
に
過
ぎ

な
い
､
こ
の
よ
う
な
自
然
と
､
私
達
も
同
じ
物
質
と

し
て
つ
な
が
り
が
あ
る
｡
さ
ら
に
無
生
物
も
生
物
も

し
ょ
せ
ん
は
蕪
か
ら
進
化
し
て
き
た
仲
間
で
あ
る
｡

人
間
が
自
然
を
大
切
に
す
る
こ
と
は
当
然
と
言
え
る
｡

松
本
盆
地
の
両
側
の
同
地
は
'
糸
魚
川
-
塩
尻
線

に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
｡
し
か

し
こ
の
人
断
層
は
松
本
盆
地
や
姫
川
の
厚
い
砂
礫
屈

の
下
の
岩
盤
に
あ
る
の
で
'
新
し
い
堆
種
物
で
覆
わ

れ
て
い
て
直
接
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

し
た
が
っ
て
間
接
的
な
資
料
を
参
考
に
し
て
､
そ

の
存
在
を
推
定
す
る
程
度
で
あ
り
､
地
震
の
起
こ
り

万
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
に

つ
い
て
も
､
学
説
は
確
定
し
て
い
な
い
｡
自
然
科
学

は
万
能
ど
こ
ろ
か
､
大
切
な
部
分
ほ
ど
未
知
で
あ
る
｡

フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
を
造
っ
た
北
ア
ル
プ
ス

北
ア
ル
プ
ス
の
岩
石
は
地
下
深
く
に
続
い
て
い
る

岩
盤
で
あ
る
｡
隆
起
し
て
高
く
な
る
出
ほ
ど
侵
食
さ

れ
や
す
い
｡
岩
石
は
砂
礫
と
な
っ
て
低
い
方
に
運
搬

さ
れ
堆
積
す
る
｡
約
二
〇
〇
〇
万
年
前
か
ら
'
高
い

北
ア
ル
プ
ス
は
低
い
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
の
海
に
､
砂

礫
を
供
給
し
続
け
て
き
た
｡
そ
の
合
計
の
厚
さ
は
一

〇
k
m
に
も
な
る
地
層
と
な
っ
た
｡
そ
の
堆
稿
は
陸
地

に
な
っ
た
現
在
で
も
続
い
て
い
る
｡

大
地
は
私
達
に
感
じ
ら
れ
な
い
程
度
の
､
一
年
に

一
m
-
ら
い
の
隆
起
や
沈
略
を
し
て
い
る
｡
し
た
が

っ
て
同
の
高
ま
り
や
往
地
の
沈
降
な
ど
は
､
普
段
は

地
震
の
時
で
で
も
な
け
れ
ば
感
じ
な
い
｡
た
と
え
北

ア
ル
プ
ス
が
二
〇
〇
〇
万
年
の
間
に
二
〇
〇
〇
m
も

隆
起
し
た
と
い
っ
て
も
､
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
速
度

の
問
題
で
あ
る
｡
北
部
フ
ォ
ノ
サ
マ
グ
ナ
に
堆
積
し

た
地
層
は
､
南
部
の
諏
訪
地
方
か
ら
順
次
北
に
向
か

っ
て
'
瓦
を
重
ね
た
よ
う
に
堆
積
し
て
い
る
｡

堆
積
物
の
巨
礫
屑
を
｢
や
ま
じ
ゃ
り
｣
と
言
う
が
'

北
部
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
で
は
､
こ
の
巨
礫
層
が
‥
回

ほ
ど
諦
め
ら
れ
る
-
大
町
直
の
東
川
の
高
い
辛
埴
地

(
雄
幸
原
)
　
に
は
､
徳
川
m
大
の
有
明
化
崗
若
や
こ

れ
に
準
じ
た
忠
心
が
多
い
　
(
写
真
1
)
ノ
　
か
つ
て
大

町
直
東
部
の
や
ま
じ
ゃ
白
は
､
股
も
新
し
い
時
代
の

堆
積
な
の
で
､
こ
れ
に
は
特
に
大
崎
礫
層
と
命
名
し

た
し
　
し
か
し
大
略
楳
屈
に
つ
い
て
は
確
認
さ
れ
た
定

説
は
な
か
っ
た
が
､
そ
の
後
研
究
を
重
ね
て
確
実
な

質
料
が
得
ら
れ
た
-
現
在
の
高
潮
川
の
運
搬
力
も
､

こ
れ
に
匹
敵
す
る
が
､
地
質
時
代
か
ら
あ
っ
た
北
ア

ル
プ
ス
の
土
石
流
の
威
力
に
は
篤
か
さ
れ
る
　
さ
ら

に
こ
の
よ
う
な
礫
の
研
究
結
果
か
ら
､
北
ア
ル
プ
ス

は
南
か
ら
北
に
向
か
っ
て
､
隆
起
が
遊
ん
で
い
っ
た

こ
と
も
わ
か
り
､
辛
会
で
惚
め
ら
れ
た
　
7
-
1
ノ
サ

マ
グ
ナ
の
地
政
で
も
､
北
ア
ル
プ
ス
か
ら
遊
ん
で
も

ら
っ
た
地
層
が
'
少
し
ず
つ
陸
化
し
降
起
を
祝
は
て
､

現
在
は
長
野
県
中
央
部
に
､
広
い
両
村
地
帯
を
造
っ

て
い
る
　
地
質
の
暦
史
の
∵
し
ま
一
丁
あ
る

(
大
町
申
出
博
物
鮮
明
記
章
芸
員
へ
　
理
守
旧
仁
一

･
圧
　
本
文
は
大
町
申
出
博
物
鮎
細
　
し
新
･
北
ア
ル
フ

ス
博
物
詰
一
信
潰
布
目
新
聞
社
､
二
〇
〇

一
の
紬
集
叫
､
新
た
に
点
き
卜
ろ
し
て
い
た

た
い
た
文
章
で
す

(
緬
集
部
一
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三好幸雄さん

館物差
寺

▲

1

-

と山照
椅

｢
ソ
)

り
一㌧20

三
好
幸
雄
の
ピ
ッ
ケ
ル
と
ア
イ
ゼ
ン
(
前
)

峯

村

　

　

　

隆

あ

か

し

な

っ

し

ふ

筑
摩
郡
明
科
町
の
潮
に
生
ま

れ
た
｡
先
祖
は
代
々
松
本
藩
に

仕
え
た
鍛
冶
居
で
､
盛
期
に
は

は

と

火
床
が
七
つ
､
十
回
-
五
人
も

の
職
人
を
施
え
る
大
き
な
工
場

を
構
え
て
い
た
｡
何
代
H
か
の

先
祖
の
一
人
､
蔵
道
は
寺
子
厘

も
や
っ
て
い
て
当
地
に
は
笹
塚

も
残
っ
て
い
る
｡
幸
雄
で
九
代

目
で
あ
る
｡

八
代
H
の
父
∴
雄
は
幸
雄

が
五
歳
の
時
に
明
科
を
引
き
払

は
じ
め
に

両
市
博
物
館
に
は
①
　
(
大
町
肩
･
渡
辺
逸
雄
氏

贈
)
と
②
(
大
町
古
･
九
両
雅
弘
氏
贈
)
　
の
二
本
の

ピ
ッ
ケ
ル
が
収
威
さ
れ
て
い
る
｡

①
に
は
｢
s
T
A
G
｣
､
②
に
は
｢
s
T
A
G

O
M
A
C
H
I
.
M
I
Y
O
s
I
｣
　
の
文
字
が
ピ

ッ
ク
に
刻
ま
れ
て
い
る
　
(
日
は
寄
贈
者
に
よ
れ
ば

｢
昭
和
三
上
年
前
後
に
八
坂
村
の
ミ
ヨ
シ
の
鍛
冶
居

で
打
っ
て
も
ら
っ
た
｣
と
言
う
(
　
い
ず
れ
も
本
格
的

な
作
り
で
あ
り
'
特
に
､
捗
は
完
成
度
が
高
い
｡

こ
れ
ほ
ど
の
ピ
ッ
ケ
ル
が
一
時
期
､
隣
村
あ
る
い

は
大
町
で
打
た
れ
て
い
た
こ
と
が
ず
っ
と
気
に
な
っ

て
い
た
こ
の
度
､
大
町
両
国
に
健
在
の
作
者
∴

⊥

_

L

リ

･

.

'

ト

好
幸
離
さ
ん
に
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
､

そ
の
要
旨
を
記
し
て
お
き
た
い

*
敬
称
略
･
(
　
)
　
向
は
笹
者
注
釈

八
坂
村
で
ピ
ッ
ケ
ル
を
打
ち
始
め
る

三
好
幸
雅
は
昭
和
八
年
八
月
｢
一
一
日
に
長
野
県
東

い
､
国
鉄
の
木
曽
福
島
の
保
線
区
に
勤
め
始
め
た
｡

借
家
の
一
階
に
は
明
科
か
ら
持
参
し
た
フ
イ
ゴ
な
ど

の
鍛
冶
道
具
一
式
を
し
っ
ち
､
え
'
仕
事
の
片
手
間
に

鍬
や
包
丁
な
ど
を
作
っ
て
い
た
｡
幸
雄
も
小
学
校
二

年
生
く
ら
い
か
ら
手
ほ
ど
き
を
受
け
､
高
校
一
年
生

も
二
う
つ
ち

-
ら
い
の
時
に
は
向
槌
を
打
て
る
ま
で
に
な
っ
た
｡

昭
和
二
十
五
年
頃
､
一
雄
は
国
鉄
の
仲
間
を
辿
れ

縁
故
の
あ
っ
た
北
安
曇
郡
八
坂
村
の
槻
灘
に
移
り
住

み
､
鍛
冶
屋
を
再
開
し
た
｡
幸
雑
も
木
曽
囲
高
校
を

卒
業
し
た
二
十
巳
年
の
夏
に
八
坂
に
移
り
家
業
に
川

わ
っ
た
-
一
雄
ち
は
野
鍛
冶
の
伝
統
の
も
と
に
鍬
や

錠
な
ど
を
作
っ
て
い
た
が
､
幸
雄
は
間
も
な
-
ピ
ッ

ケ
ル
も
作
り
始
め
た
｡

小
さ
な
頭
部
を
そ
れ
ら
し
く
打
ち
､
占
自
転
車
の

フ
レ
ー
ム
の
輪
切
り
に
付
け
､
松
崎
　
(
大
町
吊
大
字

社
)
　
の
ロ
ク
口
座
に
作
ら
せ
た
ま
ん
丸
の
棒
に
は
め

た
代
物
だ
っ
た
=
二
-
囲
十
本
ま
と
め
て
作
り
､
大

町
駄
前
に
あ
っ
た
荒
井
運
動
具
席
　
(
店
主
･
荒
井
房

吹
)
　
に
持
ち
込
ん
だ
｡
当
時
､
店
頭
に
は
そ
の
類
の

も
の
が
ま
っ
た
く
置
い
て
い
な
い
こ
と
を
見
越
し
て

の
初
仕
事
だ
っ
た
｡
父
や
仲
間
は
｢
そ
ん
な
も
の
は

売
れ
る
わ
け
が
な
い
｣
と
笑
っ
た
が
､
物
資
の
乏
し

い
時
期
で
あ
り
　
(
急
増
す
る
登
同
者
の
需
要
を
つ
か

衣
)
　
当
初
は
売
れ
に
売
れ
､
す
ぐ
に
荒
井
か
ら
　
｢
ツ

エ
ヲ
オ
ク
レ
｣
と
追
加
発
注
の
電
報
が
来
た
｡

ピ
ノ
ケ
ル
を
作
り
始
め
た
の
は
､
高
校
時
代
に
木

曽
駒
ケ
屯
登
山
に
同
行
し
た
友
人
　
(
父
親
は
進
騨
革

の
通
訳
だ
っ
た
一
が
携
え
て
い
た
良
い
ピ
ッ
ケ
ル
を

日
に
し
て
､
自
分
で
も
何
と
か
し
て
作
っ
て
み
た
い

と
思
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
｡

本
格
ピ
ッ
ケ
ル
作
り
の
試
行
錯
誤

こ
ん
な
ピ
ッ
ケ
ル
も
一
一
十
二
年
は
売
れ
た
.
し
か

し
技
術
的
に
は
稚
拙
な
も
の
で
､
.
年
や
っ
た
ら
自

分
で
も
い
や
に
な
り
､
荒
井
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
得
て

本
格
的
な
鍛
造
ピ
ソ
ケ
ル
の
試
作
を
時
行
し
て
始
め

た
｡

ヾ
よ
の
ー
ち

二
十
一
一
般
く
ら
い
の
時
'
仙
台
に
出
向
　
(
東
一

那
)
　
と
か
い
う
作
者
が
い
る
こ
と
を
荒
井
か
ら
聞
き
､

教
え
を
乞
い
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
-
出
向
は
高
齢

で
､
縁
側
で
奥
さ
ん
と
黙
々
と
柄
を
削
っ
て
い
る
だ

け
で
､
何
も
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
ー
し
一
札
暁
に
門

田
が
い
た
こ
と
も
､
そ
の
時
は
知
ら
な
か
っ
た
一

だ
か
ら
ま
っ
た
-
独
学
の
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
､

昭
和
三
上
年
頃
に
は
納
得
の
い
-
物
が
で
き
る
よ
う

"
＼

に
な
っ
た
｡
特
に
根
絶
と
し
た
ピ
ソ
ケ
ル
は
な
い
｡

s
T
A
G
と
い
う
英
語
の
銘
は
｢
カ
モ
シ
カ
｣
と

い
う
恵
昧
合
い
を
込
め
て
自
分
で
つ
け
た
｡
①
は
初

期
の
作
で
普
通
鋼
､
銘
は
刻
印
で
は
な
く
彫
り
出
し

て
あ
る
(
②
は
モ
リ
フ
デ
ン
銅
｡
大
町
へ
は
昭
和
回

千
-
年
に
移
っ
た
が
'
こ
の
.
 
｢
O
M
A
c
H
I
.

M
I
Y
O
S
I
｣
　
の
刻
印
は
八
坂
に
い
た
三
上
旧
年

前
後
か
ら
打
っ
て
い
た
-
柄
は
タ
モ
材
　
(
モ
ク
セ
イ

科
ト
ネ
リ
コ
屑
の
ー
種
｢
　
八
坂
で
直
往
一
m
も
あ

る
原
木
が
手
に
入
り
､
ず
っ
と
そ
れ
を
使
っ
た
｣

昭
和
三
上
年
代
前
半
ま
で
が
最
櫓
期
だ
っ
た
-
荒

井
の
他
､
松
木
の
総
合
運
動
具
居
ヤ
マ
ト
ヤ
な
ど
に

も
卸
し
､
口
コ
ミ
で
も
受
注
が
殺
到
し
た
　
二
十
年

頃
に
は
京
部
大
字
の
写
生
が
海
外
違
征
の
た
め
に

本
八
万
日
で
八
本
作
っ
て
-
れ
と
'
相
浦
の
上
の
矢

上
に
あ
っ
た
亀
の
=
S
に
沖
.
当
.
1
1
1
ん
で
待
っ
て
い
た
こ

と
も
あ
っ
た
　
月
給
が
二
万
日
に
も
満
た
な
い
時
間

に
八
万
日
は
と
て
つ
も
な
い
値
段
だ
っ
た

や
が
て
大
手
ス
ポ
ー
ツ
メ
ー
カ
ー
の
安
値
な
量
産

品
が
出
回
り
始
め
､
よ
ほ
ど
の
依
頼
の
み
一
年
間
ま

と
め
て
五
～
六
本
打
つ
だ
け
と
な
り
､
昭
和
川
上
六

年
頃
に
は
完
全
に
作
ら
な
く
な
っ
た
∴
通
算
約
一
十

本

は

鍛

え

た

と

い

う

(
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