
平
成

２９
年
度
前
期

講
演
会
記
録

「も
う
ひ
と
り
の
福
沢

一
郎
―

画
集
『秩
父
山
塊
』
に
み
る
科
学
者
の
目
」

講
師

¨
本
間
岳
史
氏

（地
質
学
者
、
元
埼
玉
県
立
自
然
の
博
物
館
館
長
）

於

福
沢

一
郎
記
念
館

平
成
２９
年
５
月
２４
日

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま

し
た
本
間
岳
史
で
す
。
私
は
美
術
に
全
然
無
縁

で
、
地
質
学
が
専
門
な
ん
で
す
。
埼
玉
県
立
自

然
史
博
物
館
、
埼
玉
県
立
川
の
博
物
館
の
開
設

に
携
わ
り
ま
し
て
、
特
に
自
然
史
博
物
館
の
ほ

う
に
長
く
勤
務
し
て
い
ま
し
た
。
何
故
今
日
呼

ん
で
い
た
だ
い
た
の
か
と
い
う
と
、
き

っ
か
け

が
あ

っ
た
ん
で
す
。

池
内
紀
先
生
の

「ち
い
さ
な
図
書
館
」
シ
リ

ー
ズ
の
中
の

『福
澤

一
郎
の
秩
父
山
塊
』
と
い

う
本
で
す
。
私
の
父
、
本
間
正
義
が
２
０
０
１

年
に
亡
く
な

っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
後
に
父
の

書
庫
を
あ
さ

っ
て
い
た
ら
、
こ
れ
が
あ

っ
た
ん

で
す
。
こ
の
本
に
は
地
質
学
に
関
す
る
地
名
や

用
語
が
度
々
出
て
き
ま
す
。
福
沢

一
郎
が
何
故

そ
の
よ
う
な
専
門
的
な
所
見
を
記
す
こ
と
が
で

き
た
の
か
非
常
に
疑
間
に
思

っ
て
、
な
ん
と
か

知
り
た
い
も
ん
だ
と
。

こ
の
本
に
は
、　
一
也
さ
ん
の
送
り
状
が
挟
ま

れ
て
い
て
、
下
に
奥
様
の
メ
モ
が
書
い
て
あ
り

ま
し
た
。
い
っ
た
い
、
父
と
福
沢

一
也
ご
夫
妻

と
は
ど
ん
な
関
係
か
と
い
う
疑
問
も
出
て
き
ま

し
て
調
べ
て
み
ま
し
た
ら
、
福
沢

一
郎
記
念
館

の
運
営
が
始
ま

っ
た
美
術
財
団
の
理
事
長
を
や

っ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
関
係
が

あ

っ
た
の
か
と
知
り
ま
し
た
。

父
の
本
間
正
義
は
、
大
学
で
美
学
美
術
史
、

東
洋
彫
刻
史
を
専
攻
し
、
そ
の
後
近
現
代
美
術

も
や
る
よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
東
京
国
立
近
代

美
術
館
に
勤
務
し
た
あ
と
国
立
国
際
美
術
館
、

埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
に
勤
務
し
ま
し
た
。
私

は
父
と
互
い
に
専
門
分
野
の
話
を
す
る
と
い
う

こ
と
は
な
か

っ
た
ん
で
す
け
ど
、
博
物
館

学
的
な
面
で
は
多
少
や
り
取
り
を
し
た
こ

と
は
あ
り
ま
す
。

実
は
、
父
は
福
沢
絵
画
研
究
所
に
学
生

時
代
に

一
年
半
ほ
ど
通

っ
て
油
絵
の
手
ほ

ど
き
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
板
橋
区
立
美

術
館
の

『福
沢

一
郎
絵
画
研
究
所

展
』
図

録

（二
〇
一〇
年
）
か
ら
詳
細
を
知

っ
た
わ

け
で
す
。
こ
れ
が
そ
の
図
録
に
載

っ
て
い
た

一
九

三
七
年
夏
期
講
習
会
の
面
々
で
す
ね
（図
１
）
。

指
導
に
あ
た
つ
た
の
が
福
沢

一
郎
、
四
宮
潤

一
、

瀧
口
修
造
で
す
ね
。
こ
の
翌
年
頃
に
、
学
生
時

代
の
父
が
毎
晩
の
よ
う
に
福
沢
絵
画
研
究
所
に

通

っ
て
、
福
沢
先
生
か
ら
油
絵
の
手
ほ
ど
き
を

う
け
て
い
ま
し
て
、
畳
半
分
の
大
き
さ
の
裸
婦

を
描
い
た
り
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

こ
ん
な
父
と
福
沢

一
郎
と
の
関
係
、
そ
し
て

何
よ
り
、
こ
の
本
で
す
ね
。
秩
父
盆
地
、
両
神

山
、
山
中
地
溝
帯
、
秩
父
鉱
山
…
こ
の
へ
ん
は

我
々
に
は
お
馴
染
み
の
地
名
で
す
け
れ
ど
も
、

ス
ケ
ッ
チ
だ
け
で
は
な
く
モ
チ
ー
フ
と
な

っ
た

露
頭
の
…
露
頭
と
い
う
の
は
崖
で
す
ね
、
地
質

学
的
な
所
見
も
記
さ
れ
て
い
る
。
我
々
地
質
学

者
で
な
け
れ
ば
到
底
書
け
な
い
よ
う
な
専
門
用

語
、
あ
る
い
は
専
門
的
な
記
述
、
考
察
じ
み
た
も

の
が
し
ば
し
ば
登
場
し
て
、
何
故
こ
ん
な
も
の
が

書
け
る
ん
だ
ろ
う
と
不
思
議
に
思
い
ま
し
た
。

こ
れ
は

一
九
四
四
年
に
出
版
さ
れ
た
本
を
池

内
先
生
が
判
を
小
さ
く
し
て
出
版
し
た
復
刻
本

と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
た
の
で
、
古
本
屋
で
原

本
を
購
入
し
た
わ
け
で
す
。
あ
ん
ま
り

一
生
懸

命
見
た
ら
、　
一
冊
ば
ら
ば
ら
に
な

っ
て
し
ま

っ

て
、
二
冊
目
を
見
つ
け
て
購
入
し
ま
し
た
。
地

質
学
的
な
記
述
を
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
参
考

に
し
た
と
思
わ
れ
る
論
文
、
井
尻
正
三
ほ
か
東

京
科
学
博
物
館
の
調
査
隊
や
、
あ
る
い
は
早
川

千
尋
の

一
九
三
〇
年
の
論
文
を
参
考
に
し
て
書

い
た
よ
う
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
。
福
沢

一
郎
所

蔵
の
地
学
関
係
図
書
が
富
岡
の
福
沢

一
郎
記
念

美
術
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、

）

図
書
を
見
せ
て
い
た
だ
い
て
、
館
長
さ
ん
か
ら

も
話
を
伺

っ
て
、
板
橋
区
立
美
術
館
の

『福
沢

一
郎
絵
画
研
究
所

展
』
の
図
録
で
も
色
々
い
き

さ
つ
を
知
り
ま
し
た
。

こ
の
調
査
結
果
を

『地
学
教
育
と
科
学
運
動
』

と
い
う
雑
誌
に
私
の
名
前
で
投
稿
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
地
学
関
係
の
論
文
は
査
読
が
厳
し
く

て
、
専
門
の
人
に
見
て
も
ら
う
と
、
美
術
関
係

の
事
と
か
私
の
父
親
の
事
は
全
部
ば

っ
さ
り
と

切
ら
れ
て
し
ま
い
、
美
術
関
係
の
人
に
渡
そ
う

と
思

っ
て
も
全
然
面
白
く
な
い
ん
で
す
ね
。

で
す
か
ら
今
日
は
、
こ
の
あ
た
り
を
含
め
、

私
が
調
べ
た

『も
う
ひ
と
り
の
福
沢

一
郎
―
画
集

『秩
父
山
塊
』
に
み
る
科
学
者
の
目
』
と
い
う

お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

『秩
父
山
塊
』
の
特
異
性
と
希
少
性
、

ま
ず
特
異
性
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
。
秩
父
山

地
に
分
け
入

っ
て
描
い
た
特
異
な
地
形
地
質
…

地
貌
と
表
現
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
か
ら
山
村

の
暮
ら
し
の
ス
ケ
ッ
チ
。
こ
れ
は
普
通
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
ス
ケ
ツ
チ
に
加
え
て
か
な
り
詳
し
い
紀

）

行
文
、
エ
ッ
セ
イ
、
日
誌
と
も
い
え
る
よ
う
な
記
述

が
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
驚
い
た
こ
と
に
ス
ケ
ツ
チ

の
モ
チ
ー
フ
と
な

っ
た
露
頭
な
ど
に
、
か
な
り
高

度
な
地
質
学
的
な
所
見
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

へ
ん
が
か
な
り
特
異
な
と
こ
ろ
で
す
ね
。
希
少
性

と
い
う
面
で
は
第
二
次
大
戦
の
大
変
な
昭
和
１９
年

に
出
版
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

本
の
表
紙
を
み
る
と
、
こ
の
文
字
は
福
沢

一
也

さ
ん
が
お
書
き
に
な

っ
た
も
の
に
、
プ
テ
ラ
ノ
ド

ン
と
か
カ
ニ
と
か
植
物
ね
、
あ
と
サ
ル
オ
ガ
セ
と

い
う
山
奥
に
行
く
と
木
に
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
よ

う
な
も
の
を
良
く
表
現
し
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
ち

ょ
っ
と
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
感
じ
で
す
け
ど
、
い

か
に
も
秩
父
山
塊
ら
し
い
。

裏
表
紙
は
蛇
み
た
い
な
絵
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
櫂
曲
し
た
地
層
の
断
面
な
ん
で
す
ね
。
非
常

に
面
白
い
模
様
が
入

っ
て
い
ま
す
。
日
絵
と
し
て
、

《秩
父
窮
谷
》
と
い
う
ど
ん
詰
ま
り
の
谷
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。

表
紙
を
め
く

っ
た
と
こ
ろ
に
ル
ー
ト
図
が
あ
り

ま
す
。
歩
い
た
跡
を
赤
で
描
い
て
あ
る
。
こ
の
図

面
で
み
る
と
、
電
車
は
高
崎
線
と
上
信
電
鉄
と
秩

父
鉄
道
を
利
用
し
て
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
バ
ス
と

ト
ラ
ッ
ク
で
山
の
端
ま
で
行
き
ま
し
て
、
そ
こ
か

ら
先
は
徒
歩
で
踏
破
し
た
よ
う
で
す
。

「ま

へ
書
き
」
に
は

「私
の
歩
い
た
の
は
、
主

と
し
て
そ
の

（秩
父
山
塊
の
）
北
邊
雨
神
山
を
中

心
と
し
た
地
方
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

描
く
山
と
し
て

「地
形
地
貌

へ
の
興
味
を
そ
こ
に

集
中
し
た
」
か
ら
。
非
常
に
面
白
い
山
岳
の
形
が

北
部
の
秩
父
山
塊
に
は
あ
る
か
ら
。
普
通
は
南
の

方
の
雲
取
と
か
甲
武
信
ヶ
岳
と
か
ヘ
テ
ン
ト
を
担

い
だ
り
し
て
行
く
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は

し
な
い
で
も

つ
ぱ
ら
も
う
ち
ょ
っ
と
低
い
山
、
あ

る
い
は
谷

へ
下
っ
て

「層
序
な
ど
を
描
い
た
」
。

層
序
は
地
質
学
の
専
門
用
語
で
地
層
の
重
な
っ
て

い
る
様
子
を
言
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
戦
時
中
な
ん

で
山
村
の
生
活
の
様
子
を
細
か
く
書
く
と
よ
く
な

い
。
だ
け
ど
漠
然
と
こ
れ
を
織
り
込
ん
だ
と
。
結

果
と
し
て
私
の
専
門
の
地
形
地
質
の
方
の
モ
チ
ー

福沢絵画研究所 夏期講習会 (1937年8月 )

板播区立美術館(2010)20世 紀検証シリーズNo.2相 沢―郎 絵画研究所晨

図1.福沢絵画研究所の夏期講習会参加者の面々(1937年 8月 )と 、

学生時代の本間正義

欅
大学 生時代

の本間正義

2 ruruzewA rcHrRo MEMoRTAL MUSEUM//NEWS No.46



フ
が
増
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
。

目
次
に
は

「秩
父
盆
地
／
中
津
川
／
雨
紳
山

／
山
中
地
溝
帯
」
山
中
と
い
う
の
は
群
馬
県
の

一
番
南
の
古
称
で
す
。

「栃
本
／
山
塊
北
邊
／

和
銅
呈
瑞
の
地
／
入
洞
記
／
岩
と
壽
旅
館

（化

石
と
長
浩
亭
）
／
山
中
地
溝
帯

（そ
の
二
）
／

阪
本
の
河
原
澤
川
／
長
瀞
／
秋
の
神
流
川
に
沿

つ
て
／
乙
母
か
ら
濱
平

へ
／
新
物
か
ら
下
仁
田

へ
／
住
居
附
」
と
い
う
よ
う
な
特
徴
の
あ
る
名

前
が
出
て
き
ま
す
ね
。

そ
れ
か
ら
図
版
目
次
を
見
て
み
ま
す
と
、
ま
ず

「秩
父
窮
谷
」
か
ら
は
じ
ま

っ
て

「古
生
層
／

幸
島
家
の
中
庭
／
白
井
／
萬
場
／
住
居
附
／
胡

桃
平
」
こ
れ
ら
は
カ
ラ
ー
に
な

っ
た
り
大
判
に

し
て
い
ま
す
。
写
真
版
で
は

「
三
峰
口
附
近
／

（

侵
蝕
／
古
生
層
と
の
境
界
／
秩
父
盆
地
／
秩
父

鎖
山
／
石
炭
紀
―
二
畳
紀
／
古
生
層
／
雨
紳
山

／
橋
立
鍾
乳
洞
／
日
向
／
山
中
地
溝
帯
／
志
賀

坂
峠
よ
り
／
長
瀞
／
乙
母
よ
り
濱
平

へ
／
住
居

附
」
な
ど
。
こ
う

い
う
風
に
か
な
り
地
質
学
的

な
用
語
、
あ
る
い
は
地
名
も
出
て
き
ま
す
。
私

は
こ
の
へ
ん
を
パ
ラ
パ
ラ
と
め
く

っ
て
ま
ず
び

っ
く
り
し
た
わ
け
で
す
。

奥
付
に
は
二
千
刷
と
あ
り
ま
す
。
実
価
が
９

円
Ю
銭
、
定
価
が
８
円
Ю
銭
で
特
別
行
為
税
相

当
額
が
∞
銭
、
第
二
種
物
品
税
２
円
”
銭
で
合

計
１２
円
”
銭
。
ア
ト
リ
エ
社
か
ら
昭
和
１９
年
４

月
∞
日
に
初
版
が
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

２
　
福
沢

一
郎
の
踏
査
ル
ー
ト

（

す
と
、
口
を
開
け
た
人
の
横
顔
み
た
い
な
感
じ
、

こ
れ
は
関
東
山
地
と
呼
ば
れ
て
い
る
エ
リ
ア
に

な
り
ま
す
。
こ
の
南
側
は
丹
沢
山
地
、
南
西
は
甲

府
盆
地
、
西
は
八
ヶ
岳
、
北
は
下
仁
田
か
ら
富
岡

丘
陵
。
そ
の
中
に
忽
然
と
島
の
よ
う
に
隆
起
し

て
い
る
古
い
地
層
の
地
域
で
す
ね
。
関
東
山
地
の

中
の
一
辺
が
１３
キ
ロ
く
ら
い
の
四
角
い
凹
地
が
秩

父
盆
地
で
す
ね
。

今
は
飯
能
の
ほ
う
か
ら
ず

っ
と
国
道
２
９
９

号
線
が
通
っ
て
ま
し
て
、
佐
久
穂
町
、大
日
向
…
秩

父
事
件
で
ず
う

っ
と
逃
げ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
で

す
ね
。
志
賀
坂
峠
で
群
馬
県
に
入

っ
て
、
十
石

峠
で
長
野
県
に
入
る
。
４
キ
ロ
く
ら
い
地
溝
帯

が
続
い
て
い
る
。
こ
れ
が
山
中
地
溝
帯
で
す
。

福
沢

一
郎
が
歩
き
回

っ
た
場
所
は
、
主
に
山

中
地
溝
帯
か
ら
神
流
川
筋
で
す
ね
。
山
中
の
真

ん
中
の
一
番
険
し
い
と
こ
ろ
。
鉄
道
、
ト
ラ
ッ
ク
、

自
動
車
、
さ
ら
に
奥
は
徒
歩
で
踏
査
し
ま
し
た
。

で
は
、
実
際
に
こ
の
画
集
に
描
か
れ
た
秩
父

山
塊
の
主
な
と
こ
ろ
を
見
て
い
き
ま
す
。

３
　
画
集
に
描
か
れ
た
秩
父
山
塊

（１
）
秩
父
盆
地

ま
ず
古
生
層
と
の
境
界
。
秩
父
地
方
に
大
田

と
い
う
米
ど
こ
ろ
が

一
か
所
あ
り
ま
し
て
、
盆

地
の
北
側
に
は
古
生
代
の
地
層
…
現
在
は
中
生

代
ジ
ュ
ラ
紀
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
当
時
は
古

生
代
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
盆
地
の

北
限
の
東
西
の
断
層
が
あ
る
ん
で
す
。
実
際
は

現
在
こ
う
な

っ
て
ま
し
て
、
奥
側
が
古

い
地
層

す
な
わ
ち
秩
父
帯
、
手
前
の
田
ん
ぼ
が
あ
る
の

が
秩
父
盆
地
で
す
。

こ
れ
は
赤
平
川
の
河
原
と
崖
が
描
か
れ
て
い

ま
す

（図
３
）
。
実
際
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
例

え
ば

「
よ
う
ば
け
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。
赤
平
川
が
例
え
ば
左
に
カ
ー
ブ
す
る
と
右

側
が
削
ら
れ
て
崖
と
淵
が
で
き
て
、
左
側
の
内

側
は
滑
走
斜
面
と
い
い
ま
し
て
河
原
が
で
き
る

ん
で
す
。
そ
の
攻
撃
面
に
あ
た
る
と
こ
ろ
に
砂

と
泥
の
縞
模
様
の
大
露
頭
、
よ
う
ば
け
。
は
け
と

い
う
の
は
崖
の
事
で
西
日
の
当
た
る
様
子
か
ら
名

づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
去
年
の
３
月
に
国
指

定
の
天
然
記
念
物
に
な
り
ま
し
た
。
秩
父
を
代
表

す
る
地
層
観
察
の
好
適
地
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

″ 〃妙薔山
富岡

卜図
に作成)

″/tア″上野

、三日山~■ ~

自泰山
▲

白石山

▲乱議発へ_、

資
料
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
（

図
２
）
。
福
沢
の
踏
査
ル
ー
ト

は
こ
ん
な
感
じ
に
な

っ
て
い

ま
し
て
、
青
い
と
こ
ろ
が
埼
玉

県
。
そ
れ
か
ら
ピ

ン
ク
色
が

群
馬
県
。
ち
ょ
う
ど
県
境
の

…
だ
い
た
い
県
境
と
い
う
と

高
い
山
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す

が
、そ
の
山
に
分
け
入

っ
て
ス

ケ
ツ
チ
に
行

っ
て
る
わ
け
で

す
ね
。
赤
の
点
線
が
歩

い
て

ス
ケ
ッ
チ
を
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
、
山
中
地
溝
帯
、
万
場
か

ら
乙
母
、
乙
父
、
白
井
、
浜
平

、
十
石
峠
の
東
で
す
ね
、
こ
の

あ
た
り
、
神
流
川
筋
と
い
い

ま
す
か
。
と
に
か
く

一
番
多

く
県
境
付
近
を
歩
き
回

っ
た

と

い
う
の
が
わ
か
り
ま
す
。

山
高
帽
に
ス
テ
ッ
キ
、
地
下
足

袋
に
ゲ
ー
ト
ル
を
巻

い
た
感

じ
で
す
ね
。
こ
ん
な
格
好
で

歩
い
て
い
た
よ
う
で
す
。

秩
父
山
塊
の
地
形
を
み
ま

図2.「秩父山塊」地図と福沢一郎の踏査ルート

赤平川断崖(秩父盆地)→ ようばけ

図3.『秩父山塊』所収「赤平川断崖 (秩父盆地)」
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図4.「 ようばけ」の大露頭



約
１
５
０
０
万
年
前
に
海
に
た
ま

っ
た
地
層
が
傾

い
て
縞
模
様
が
み
え
ま
す
。
カ
ニ
の
化
石
が
昔

か
ら
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ク
ジ
ラ
や
パ
レ

オ
パ
ラ
ド
キ
シ
ア
と
い
う
大
型
脊
椎
動
物
、
そ
れ

ら
の
化
石
が
崖
と
セ
ッ
ト
で
国
指
定
の
天
然
記

念
物
に
な
り
ま
し
た
。
埼
玉
で

一
番
立
派
な
崖

で
高
さ
が
百
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
、
幅
が
４
０
０

メ
ー
ト
ル
く
ら
い
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
線
を
境

に
地
層
が
違

い
ま
す
ね
。
下
が
奈
倉
層
、
上
が

鷺
の
巣
層
と
い
い
ま
し
て
、
こ
の
下
か
ら
化
石

が
沢
山
出
て
き
ま
し
た
。
上
か
ら
は
全
然
出
て

こ
な
い

（図
４
）
。

「よ
う
ば
け
」
の
近
く
、
化
石
館

の
そ
ば
に

は
ふ
た
つ
の
歌
碑
が
あ
り
ま
す
。
宮
沢
賢
治
が

通

っ
て
い
た
盛
岡
高
等
農
林
学
校
で
は
、
２
年

生
に
な
る
と
必
ず
秩
父
地
方
に
巡
検
に
連
れ
て

来
ら
れ
た
ん
で
す
ね
。
ま
ず
大
正
５
年
に
宮
沢

賢
治
が
２０
歳
に
な

っ
た
と
き
に
来
ま
し
た
。
《
こ

の
山
は
半
月
か
か
る
薄
明
の
秩
父
の
峡
の
か

へ

り
道
か
な
》
宮
沢
賢
治
、
大
正
５
年
９
月
。
そ

れ
か
ら

《
こ
の
山
は
小
鹿
野
の
町
も
見

へ
ず
し

て
太
古

の
層
に
自
百
合

の
咲
く
》
保
阪
嘉
内
。

保
阪
は
宮
沢
賢
治
の

一
年
後
輩
で
、
韮
崎
の
駒

井
村

（現
在
の
韮
崎
市
）
出
身
で

「秩
父
始
原

層
　
其
他
」
と
い
う
歌
稿
ノ
ー
ト
を
残
し
て
い

る
ん
で
す
ね
。
大
正
６
年
７
月
に

一
週
間
ほ
ど

秩
父
巡
検
に
参
加
し
ま
し
て
、
２
９
６
首
も
短

歌
を
詠
み
ま
し
た
。
な
ん
と
そ
の
中
の
１
５
４

首
に
岩
石
名
や
鉱
物
名
を
、
時
々
英
語
や
ド
イ

ツ
語
も
用
い
て
詠
み
こ
ん
で
い
ま
す
。
お
そ
ら

く
大
正
５
年
に
宮
沢
賢
治
が
来
た
時
に
は

《
つ

く
づ
く
と

「粋
な
も
や
う
の
博
多
帯
」
荒
川
ぎ

し
の
片
岩

の
い
ろ
。》
と

い
う

の
し
か
詠
ん
で

い
な
く
て
、　
一
年
後
輩
の
親
友
保
阪
に
影
響
さ

れ
て
、
そ
の
後
、
岩
石
名
を
沢
山
詠
み
こ
む
よ

う
に
な

っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（２
）
中
津
川

（秩
父
鉱
山
）

次
に
中
津
川
、
秩
父
鉱
山
の
ほ
う
に
い
き
ま

す
。
秩
父
、大
滝
か
ら
山
の
方
に
入

っ
て
行

っ
て
、

途
中
に
中
双
里
と
い
う
集
落
が
あ
り
ま
す
。
こ

こ
は
紅
葉
に
な
る
と
非
常
に
綺
麗
な
と
こ
ろ
で

す
ね
。
よ
く
バ
ス
ツ
ア
ー
を
や
り
ま
す
。
そ
の

中
津
川
の
出
合
と
い
う
と
こ
ろ
で
鉱
山

へ
行
く

道
と
三
国
峠
の
ほ
う

へ
行
く
道
と
に
分
か
れ
ま

し
て
、
三
国
峠

へ
行
く
道
に
幸
島
家
と
い
う
旧

家
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
庭
に
平
賀
源
内
が
設

計

。
建
築
し
て
逗
留
し
た

「源
内
居
」
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
様
子
が

『秩
父
山
塊
』
に
も
描
か

れ
て
い
ま
す
。
平
賀
源
内
は
明
和
年
間
、
江
戸

時
代
中
期
に
活
躍
し
た
。
エ
レ
キ
テ
ル
で
有
名

で
す
が
、実
は
山
師
だ

っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
、

石
綿
を
見

つ
け
ま
し
て
、
両
神
山
中
で
見

つ
け

た
と
あ
る
ん
で
す
が
…
両
神
山
で
石
綿
は
出
な

い
と
思
う
ん
で
す
が
…
そ
れ
を
布
に
織
ち

て
火

浣
布
を

つ
く
り
ま
し
た
。
火
の
中
に
く
べ
て
汚

れ
を
落
と
す
布
で
す
。
そ
し
て
、
金
、
銀
、
銅
、
鉄
、

鉛
、
亜
鉛
、
緑
青
、
明
碁
、
寒
水
石
を
発
見
し
た
。

寒
水
石
は
大
理
石
で
す
ね
。
別
名
結
晶
質
石
灰

）

岩
で
す
。
実
際
、
金
の
探
索
、
鉄
の
採
掘
も
始

め
た
ん
で
す
が
長
続
き
し
な
か

っ
た
ん
で
す
ね
。

幸
島
家
の
源
内
居
に
は
幾
何
学
模
様

の
欄
間
、

非
常
に
手
の
込
ん
だ
装
飾
の
内
装
が
残

っ
て
い

ま
す
。
今
は
幸
島
家
の
若
夫
婦
が
住
ん
で
ま
し

て
、
普
段
は
入
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
秩
父
鉱
山
の
磨
鉱
機
で
す

（図
５
）
。

そ
れ
か
ら
シ
キ
。
シ
キ
と
い
う
の
は
坑
道

一
区

切
り
の
こ
と
で
す
。
そ
の
い
ち
ば
ん
奥
で
１
人

で
コ
ツ
コ
ツ
と
掘

っ
て
い
る
様
子
で
す
。
秩
父

鉱
山
は
、
現
在
は
日
窒
鉱
山
と
い
い
ま
す
。
こ

こ
は
約
六
百
万
年
前
に
地
下
で
マ
グ
マ
が
活
動

し
ま
し
て
、
そ
れ
で
秩
父
帯
の
古

い
中
生
代
の

地
層
が
火
傷
状
態
に
な

っ
て
、
そ
の
境
界
部
に

石
灰
岩
が
あ
る
と
大
理
石
に
変
わ
る
ん
で
す
ね
。

あ
る
い
は
チ
ャ
ー
ト
が
あ
る
と
珪
石
つ
ま
リ
セ

ラ
ミ
ッ
ク
ス
の
原
料
に
か
わ
り
ま
す
。
も
と
も

と
鉄
な
ど
金
属
も
採

っ
て
い
ま
し
た
が
、
輸
入

す
る
ほ
う
が
安
く
な

っ
た
の
で
金
属
は
や
め
て
、

現
在
は
結
品
質
石
灰
岩
だ
け
採

っ
て
い
ま
す
。

）

い
わ
ゆ
る
大
理
石
で
す
が
、
イ
タ
リ
ア
の
大
理

石
な
ど
と
違

っ
て
糖
状
石
灰
岩
と
い
っ
て
綺
麗

な
ん
で
す
け
ど
も
、
こ
れ
を
砕
い
て
顆
粒
状
に
し

て
色
ん
な
も
の
に
使

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
鉱
夫
の
住
宅
街
の
ス
ケ
ツ
チ
が
描
か
れ

て
い
ま
す

（図
６
）
。
黒
沢
和
義
さ
ん
と
い
う
方

が
２
０
１
６
年
に

『写
真
と
証
言
で
よ
み
が
え

る

秩
父
鉱
山
』
と
い
う
本
を
出
し
ま
し
て
、
昭

和
３０
年
代
に
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
方
々
に
取
材

を
し
て
、
写
真
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。
福
沢

一

郎
が
こ
こ
を
通

っ
た
時
よ
り
も
十
数
年
後
の
様

子
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
似
た
よ
う
な
状

況
だ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
現
在
で
す
ね

（図
７
）。
廃
屋
に
な

っ
て
い
ま
す
け
ど
も
、
当

時
の
住
宅
で
す
。
三
千
人
く
ら
い
の
人
が
、
昭

和
３０
年
代
に
こ
こ
に

一
大
集
落
を
作

っ
て
い
ま

し
た
。
学
校
、診
療
所
、
映
画
館
も
あ
り
ま
し
た
。

劇
場
に
は
有
名
な
芸
能
人
の
大
津
美
子
、
三
浦

洸

一
な
ど
も
来
た
ん
で
す
ね
。
こ
こ
で
ダ
ン
ス

パ
ー
テ
ィ
ー
も
や
っ
た
り
し
て
。
麓
の
秩
父
よ

図5『秩父山塊』所収「磨鎮機 (秩父鎖山)」

図6『秩父山塊』所収「工夫住宅街 (秩父鎖山)」

図7昔の鉱山住宅跡 (昭和前期～中期か)
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り
も
文
化
が
進
ん
で
い
た
ん
で
す
。

こ
の
鉱
山
の
選
鉱
場
で
は
、
山
の
斜
面
を
利

用
し
て
鉱
石
を
選
別
し
て
い
っ
た
ん
で
す
。
掘

っ

た
も

の
は
ト
ラ
ッ
ク
だ
け
で
な
く
て
索
道
を
、

両
神
山
を
越
え
て
山
中
地
溝
帯
の
納
宮
ま
で
の

ば
し
て
、
三
峰
国
の
と
こ
ろ
ま
で
運
ん
で
、
そ

こ
か
ら
秩
父
鉄
道
で
熊
谷
の
方

へ
運
び
ま
し
た
。

時
に
は
人
が
乗

っ
た
り
し
ま
し
た
し
、
物
資
を

鉱
山
の
方

へ
運
ん
だ
り
も
し
ま
し
た
。

秩
父
鉱
山
か
ら
山
中
地
溝
帯
の
ほ
う

へ
抜
け

る
ト
ン
ネ
ル
の
出
回
の
上
に
、
八
丁
峠
と

い
う

の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
を
昔
は
行
き
来
し
て
い

ま
し
た
。
ト
ン
ネ
ル
の
な
か
っ
た
時
代
、
群
馬
か

ら
鉱
山
へ
嫁
に
来
る
人
は
、
最
初
か
ら
着
物
を
着

て
、
こ
の
峠
を
登

っ
て
鉱
山
へ
と
向
か
っ
た
。
逆

に
北
の
山
中
地
溝
帯
方
面

へ
は
、
八
丁
峠
か
ら
ジ

グ
ザ
グ
に
だ
ん
だ
ん
と
下
る
道
が
あ
り
、
さ
ら
に

北
側
は
二
子
山
の
ほ
う

へ
登
る
わ
け
で
す
。

（３
）
二
子
山
〜
叶
山
、
神
流
川

今
度
は
二
子
山
か
ら
叶
山
、
神
流
川
で
す
。

秩
父
鉱
山
の
先
程
の
ト
ン
ネ
ル
を
出
た
と
こ
ろ

か
ら
北
東
を
見
る
と
、
二
子
山
の
東
岳
、
西
岳
、

（

股
峠
が
見
え
て
、
こ
の
下
が
山
中
地
溝
帯
と
な

り
ま
す

（図
８
）
。
昔
は
こ
の
股
峠
を
越
え
て
、

小
学
生
な
ん
か
が
行
ら
た
り
来
た
り
し
て
い
た

わ
け
で
す
。
こ
こ
は
山
全
体
が
石
炭
紀

つ
ま
り

３
億
年
前
か
ら
ペ
ル
ム
紀
、
２
億
５
０
０
０
年

前
ぐ
ら
い
前
に
で
き
た
石
灰
岩
の
ブ
ロ
ッ
ク
で

す
。
幸

い
な
こ
と
に

（石
灰
岩
の
）
採
掘
は
さ

れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

赤
い
矢
印
の
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
ど
う
な
る
か

と
い
う
の
は
次
の
ス
ケ
ッ
チ
に
出
て
き
ま
す

（図

９
）。
ち
ょ
う
ど
股
峠
と
同
じ
く
ら
い
の
レ
ベ
ル
で
、

西
か
ら
東
を
写
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。

こ
の
ス
ケ

ッ
チ
し
た
場
所
に
、
ち
ょ
う
ど
、

石
灰
岩
晶
洞
が
あ

っ
て
、
巨
大
な
方
解
石
の
結

晶
が
貼
り
付

い
て
い
ま
し
た
。
今
は
ほ
と
ん
ど

採
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
昔
、
岩
石
顕
微
鏡
の

プ
リ
ズ
ム
の
代
わ
り
に
こ
れ
を
使

っ
た
ん
で
す
。

今
で
も
こ
の
下
の
沢
に
、
数
セ
ン
チ
く
ら
い
の
方

解
石
の
結
晶
が
ご
ろ
ご
ろ
落
ち
て
い
ま
す
。

で
、
ち
ょ
っ
と
小
難
し
く
な
り
ま
す
が
、
二

子
山
周
辺
の
埼
玉
県
側
の
地
質
に
つ
い
て

…
山
中
地
溝
帯
と
し
て
は
ず

っ
と
続

い
て

い
ま
す
が
、
群
馬
県
側
は
省
略
し
て
あ
り

ま
す
。
オ
レ
ン
ジ
が
チ
ャ
ー
ト
、
緑
が
火

（

山
噴
出
物
で
す
ね
、
溶
岩
と
か
火
山
灰
と
か
。

そ
し
て
こ
こ
が
、
自
亜
紀
、
今
か
ら
１
億
年
く

ら
い
前
の
、
浅
い
海
に
溜
ま

っ
た
泥
や
砂
、
礫
。

そ
れ
か
ら
石
灰
岩
が
、
自
石
山
石
灰
岩
、
二
子

山
石
灰
岩
、
叶
山
石
灰
岩
と
い
う
ふ
う
に
点
々

と
あ
り
ま
し
て
、
自
石
山
は
採
掘
が
終
わ
り
、

今
さ
か
ん
に
掘

っ
て
い
る
の
が
叶
山
で
す
ね
。

そ
う
い
う
地
質
の
配
置
で
す

（図
１０
）
。

石
灰
岩
を
み
て
み
ま
す
と
、
武
甲
山
の
石
灰

岩
が
秩
父
で

一
番
大
き
な
岩
体
で
、
約
２
億
２

千
万
年
前
の
化
石
が
見
つ
か

っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
か
ら
白
石
山
の
石
灰
岩
体
は
ベ
ル
ム
紀
、
古

生
代
の
終
わ
り
頃
、
２
億
８
千
万
年
く
ら
い
前

の
紡
錘
虫
の
化
石
が
見

つ
か

っ
て
い
ま
す
。
二

子
山
石
灰
岩
体
は

一
番
古

い
石
炭
紀
後
期
、

３
億
１
０
０
０
万
年
か
ら
２
億
７
０
０
０
万
年

前
の
紡
錘
虫
の
化
石
が
見

つ
か

っ
て
い
ま
す
。

叶
山
石
灰
岩
体
は
ベ
ル
ム
紀
前
期
か
ら
中
期
、

３
億
か
ら
２
億
７
０
０
０
万
年
前
。
こ
の
よ
う

に
、
少
し
ず
つ
年
代
は
違

っ
て
い
ま
す
が
、
だ

い
た
い
北
西
〜
南
東
方
向
に
点
々
と
分
布
し
て

い
ま
す

（図
１１
）
。

あ
と
、
比
較
的
新
し
い
、
鳥
巣
式
石
灰
岩
と

い
う
ち
ょ
っ
と
変
わ

っ
た
石
灰
岩
体
が
あ
り
ま

し
て
、
中
生
代
の
ジ
ュ
ラ
紀
末
期
、
１
億
５
０

０
０
万
年
前
の
巻
貝
、
層
孔
虫
、
サ
ン
ゴ
な
ど

の
化
石
が
出
て
い
ま
す
。
黒
く
て
、
ハ
ン
マ
ー

で
叩
く
と
ち
ょ
っ
と
油
の
臭

い
が
す
る
石
灰
岩

で
す
ね
。
武
甲
山
は
ラ
イ
ト
グ
レ
ー
、
非
常
に

上
品
な
色
を
し
て
い
ま
す
。

白
石
山
は
二
子
山
よ
り
東
の
方

の
山
で
す
。

日
向
と
い
う
、
ス
ケ
ッ
チ
に
出
て
来
る
地
名
の

あ
た
り
の
、
す
ぐ
北
に
あ
る
山
で
す
ね
。

叶
山
の
山
頂
は
採
掘
さ
れ
て
し
ま

っ
て
、
石

灰
岩
の
地
肌
が
出
て
平
ら
に
な

っ
て
い
ま
す
。

巨
大
な
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
よ
う
に
。

次
は
万
場
…
神
流
町
と
い
い
ま
す
け
ど
、
神

流
町
の
万
場
あ
た
り
か
ら
叶
山
鉱
山
を
展
望
す

る
と
、
台
形
に
削
ら
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
が

わ
か
り
ま
す
。
こ
う
い
う
石
灰
岩
の
山
を
好
ん

図8八丁 トンネル付近から二子山を望む

r‐

ず

_,■「
｀

「

		.

図9『秩父山塊』所収 「冬山 (石炭紀～二畳紀)」

(山 の名前等の記載は講師による)

図10二子山周辺の地質図

チャートと石灰岩の分布

ベルム紀前期～中期 (3.0～ 2.7億 年前)の フズリナ

炭紀後期～ペルム紀中期 (3.1～ 2.7億 年前 )

のフズリナ/へ■ 寄居_
)	

―

棒|1華峯1姜, ｀ノ
‐″

‐ヽ
.'

圏騒B

巨 ]

ヽ

ヽ

ヽ

ベルム紀前麟 (約2.8億 年前 )

のフズリナ

三畳紀 (約22億 年前)

●ゝ

_	 ズ雲取山
サン]:懇員・層孔虫

ヤ・ヽ
、

ジュラ紀末期 (約 1.5億 年前)の

鳥巣式石灰岩

甲山石灰岩

叶山石灰岩体

二子山石灰岩体
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のコノドント

図11チ ヤートと石灰岩の分布



図12	『秩父山塊』所収	「古生層 (叶後の牢口)」

で

（福
沢
は
）
ス
ケ
ッ
チ
し
た
ん
で
す
ね
。

叶
山
の
近
く
に

「叶
後
の
牢
口
」
と
い
う
の

が
あ
り
ま
し
て
、
「古
生
層
」
と
い
う
と
こ
ろ
に

出
て
く
る
オ
フ
セ
ッ
ト
の
絵
で
す
が

（図
１２
）
、

右
が
円
岩
、
左
が
叶
山
の

一
番
東
の
端
。
こ
こ

に
は
大
き
な
南
北
の
断
層
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ

か
ら
侵
食
が
進
ん
で
こ
の
溝
が
で
き
て
い
る
わ

け
で
す
ね
。
こ
れ
は
石
炭
紀
か
ら
ペ
ル
ム
紀
…

３
億
年
か
ら
２
億
５
０
０
０
万
年
前
く
ら
い
の

石
灰
岩
で
す
。
周
囲
は
断
崖
で
囲
ま
れ
て
い
ま

し
て
…
こ
こ
に
も
断
層
が
で
き
た
。

こ
こ
に
は
叶
後
と
い
う
集
落
が
あ
り
ま
し
て
、

こ
こ
を
経
由
し
て
埼
玉
か
ら
群
馬

へ
行
け
た
わ

け
で
す
。
画
集
に
は
こ
の
あ
た
り
の
地
名
が
よ

く
出
て
き
ま
す
。

こ
の
写
真

（図
１３
左
）
は

（図
１２
の
絵
と
）

同
じ
で
す
ね
。
こ
の
写
真
は
終
戦
直
後
く
ら
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
群
馬
県
側
か
ら
見

る
と

（図
１３
右
下
）
円
岩
が
あ

っ
て
、
牢
口
…

叶
山
の
突
端
。
牢
ロ
ル
ン
ゼ
と
い
う
切
れ
込
み

が
あ
り
ま
す
。

現
在
の
地
形
図
で
見
る
と

（図
１４
）
、
叶
山
は

上
が
平
ら
に
な

っ
て
等
高
線
が
な
く
な

っ
て
い

ま
す
。
こ
こ
が
牢
日
、
そ
の
右
側
が
円
岩
と

い

う
感
じ
で
す
。
地
質
は
ブ
ル
ー
が
石
灰
岩
、
ま

わ
り
は
断
崖
で
囲
ま
れ
、
さ
ら
に
南
北
の
断
層

が
あ

っ
て
、
そ
の
ひ
と
つ
が
、
キ
レ
ツ
ト
と
い

い
ま
す
か
、
牢
口
を
作

っ
て
い
ま
す
。
泥
が
固

ま

っ
た
蛇
木
層
、
万
馬
層
の
、
火
山
灰
や
溶
岩

の
緑
色
岩
、
そ
れ
か
ら
チ
ャ
ー
ト
で
す
ね
。
こ

の
断
面

（Ａ
Ｉ
Ｂ
）
を
と

っ
て
み
ま
す
と
、
南
か

ら
、
叶
後
か
ら
見
た
と
こ
ろ
で
す
ね
。
こ
れ
が

こ
ん
な
ふ
う
に
ス
ケ
ツ
チ
に
な
っ
て
い
る
と
。

叶
山
鉱
山
は
、
露
天
掘
り
で
採
掘
し
た
石
灰

を
立
坑
に
落
と
し
て
、
小
割
部
屋
み
た
い
な
も

の
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
で
、

牢
回
の
近
く
の
谷
の
貯
鉱
場
ま
で
持

っ
て
き
ま

す
。
で
、
叶
山
か
ら
地
下
の
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア

で
、
秩
父
の
街
に
近

い
と
こ
ろ
ま
で
、
延
々

２
２

・
６
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
運
ん
で
く
る
。
こ
こ

ま
で
く
る
と
、
鉄
道
で
熊
谷
の
方
ま
で
持

っ
て

い
け
る
わ
け
で
す
。
所
々
、
深
い
谷
の
と
こ
ろ

を
通
る
コ
ン
ベ
ア
は
地
上
に
出
て
、
そ
の
姿
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

）

さ
て
、
次
は
神
流
川
沿
い
、
群
馬
県
で
す
ね
。

「秋
の
神
流
川
に
沿
ふ
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
を

読
み
ま
す
と
、
今
井
（家
）
旅
館
と
書
い
て
あ
り

ま
す
が
、

（福
沢
は
）
こ
の
旅
館
が
好
き
で
、
何

度
も
泊
ま

っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
次
の

「
乙
母

か
ら
濱
平

へ
」
に
は
、
こ
の
奥

の
浜
平
と

い
う

鉱
泉
宿
ま
で
行

っ
た
が
百
姓
家
な
の
で
や
め
、

手
前

の
坂
下
ま
で
引
き
返
し
た
が
宿
屋
は
満

員
、
仕
方
な
く
こ
こ

（今
井
旅
館
）
ま
で
戻

っ

た
と
。
現
在
ま
で
３
０
０
年
く
ら
い
続
い
て
い

る
旅
館
だ
そ
う
で
す
。

び

っ
く
り
し
た
の
は
、
私
は

（埼
玉
県
の
）
寄

居
町
に
住
ん
で
い
る
ん
で
す
が
、
私
が
家
族
ぐ

る
み
で
お
つ
き
あ
い
の
あ
る
方
の
奥
さ
ん
の
お
兄

さ
ん
が
、
今
こ
の
旅
館
を
や
っ
て
る
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
浜
平
温
泉
と

い
う
と
こ
ろ
。
こ

こ
に
は

一
度
く
ら
い
し
か

（福
沢
は
）
行
か
な
か

っ
た
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
…
御
巣
鷹
山
の
近
く

）

な
ん
で
す
ね
。
日
航
機

の
事
故

の
あ
と
、
道

路
が
整
備
さ
れ
て
、
大
き
な
温
泉
場
に
な
り
ま

し
た
。（４

）
　

山
中
地
溝
帯

さ
あ
、
こ
こ
は
画
集
で
は
メ
イ
ン
に
な

っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
１
、
そ
の
２
と
い
う

ふ
う
に
分
け
て
登
場
し
て
き
ま
す
。

こ
れ
は
、
さ
き
ほ
ど
出
て
来
た
赤
平
川
と
い

う
、
よ
う
ば
け
の
あ
る
川
の
最
上
流
が
河
原
沢

と
い
う
名
前
で
、
そ
の
土
地
の
名
前
も
こ
こ
か

ら
き
て
い
ま
す

（図
１５
）
。

こ
れ
は
ヘ
リ
か
ら
撮

っ
た
写
真
で
（図
１６
）
、

山
中
地
溝
帯
を
志
賀
坂
峠
と

い
う
群
馬
県
境

の
峠
か
ら
秩
父
の
ほ
う
を
撮

っ
た
…
奥
は
武
甲

山
、
そ
れ
か
ら
秩
父
盆
地
、
秩
父
の
市
街
地
で

す
ね
。

（地
溝
帯
を
）
国
道
２
９
９
が
通

っ
て

/俗＼
.1ヽ

図13「叶後の牢口」関連写真

図14「叶後の牢口」周辺の地形と地質

「河原澤 (地溝帯)」

_′ 		
‐・
・ :t

.ISI■力だ

まヽi:=甘 |``´‐
1ヽ:

図15『秩父山塊』所収
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い
ま
す
。
こ
ん
な
ふ
う
に
断
層
が
あ
り
ま
し
て

（図
１６
中
黄
点
線
）
、
山
中
地
溝
帯
は
１
億
年

く
ら
い
前
の
浅
い
海
に
た
ま

っ
た
地
層
。
そ
の

両
側
は
、
１
億
５
千
万
円
前
く
ら
い
の
、
も
う

少
し
深
い
海
に
た
ま

っ
た
地
層
。
そ
し
て
１
５

０
０
万
年
前
く
ら
い
に
比
較
的
浅
い
海
に
た
ま

っ
た
、
秩
父
盆
地
の
地
層
。
山
中
地
溝
帯
の
い

ち
ば
ん
東
の
縁
で
。

「第
三
紀
層
が
中
生
層
を

不
整
合
に
被
覆
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
記
述
が
画

集
に
出
て
き
ま
す
。

志
賀
坂
峠
に
は
車
道
の
ト
ン
ネ
ル
が
あ
り
ま

し
て
、
現
在
は
そ
こ
を
み
ん
な
通

っ
て
い
ま
す

が
、
当
時
は
ト
ン
ネ
ル
が
な
く
て
、
峠
の
上
ま

で
歩
い
て
登

っ
て
い
ま
し
た
。
振
り
返

っ
た
風

景
が
、
画
集
に
は
こ
ん
な
絵
に
な

っ
て
載

っ
て

い
ま
す

（図
１７
）
。
右
側
に
両
神
山
が
ず
―
つ

と
徒
耳
え
て
く
る
ん
で
す
。

い
わ
ゆ
る
山
中
地
溝
帯
は
、
埼
玉
県
、
群
馬

県
、
長
野
県
の
３
県
に
ま
た
が
っ
て
、
４
０
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
続
い
て
い
て
、
志
賀
坂
峠

で
群
馬
県
、
十
石
峠
で
長
野
県
に
入

っ
て
い
く

（

ん
で
す
ね
。
こ
れ
を
断
面
で
見
る
と
、
船
底
の

よ
う
な
…
向
斜
構
造
と
い
う
ん
で
す
が
、
そ
う

い
う
構
造
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
さ
ら
に
細

か
く
櫂
曲
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
…
複
向
斜
構

造
と
い
い
ま
す
。
そ
う
い
う
言
葉
も
画
集
に
は

出
て
き
ま
す
。

で
、
去
年
が
、
宮
沢
賢
治

（秩
父
）
来
訪
百

周
年
だ
と
い
う
こ
と
で
、
山
中
地
溝
帯
の
ち
ょ

う
ど
中
ほ
ど
、
皆
本
沢
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
し
て
、
こ
こ
に
歌
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

「霧
晴
れ
ぬ
　
分
れ
て
乗
れ
る
三
台
の
　
ガ

タ
馬
車
は
行
く
　
山
岨
の
み
ち
」
１
台
８
人
乗

り
の
馬
車
３
台
で
や
っ
て
き
た
そ
う
で
す
。

赤
平
川
の
川
原
に
は
中
生
層
の
露
頭
が
あ
る

ん
で
す
け
れ
ど
も
、

（画
集
に
も
）
こ
ん
な
ふ

う
に
、
中
生
層
の
露
出
の
ス
ケ
ツ
チ
が
出
て
き

ま
す

（図
１８
）
。

（５
）
　

両
神
山
、
栃
本
、
和
銅
、

橋
立
鍾
乳
洞
、
長
瀞

図16	山中地溝帯の空撮写真 (図 は講師による)

※志賀坂峠から東を望むと,

られる.谷底に屋山中地溝帯の自亜系
谷の北川(左 )に は秩父帯北帯の自石山(石
父帯南帯の両神山(チヤート・砂岩)に連なる

志賀坂峠より

図17『秩父山塊』所収「志賀坂峠より」 (文字は講師による)

（

両
神
山
は
な
か
な
か
い
い
山
だ
と
い
う
こ
と

を
福
沢
は
書

い
て
い
て
、
か
な
り
山
頂
に
近
い

と
こ
ろ
を
ス
ケ
ツ
チ
し
て
い
ま
す

（図
１９
）
。

マ
タ
ギ
が
大
を
連
れ
て
、
背
中
に
銃
を
背
負

っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
痩
せ
尾
根
で
す
ね
。
チ
ャ

ー
ト
の
。
た
だ
、
こ
れ
が

（画
集
で
は
）
石
灰

岩
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は

明
ら
か
に
違
い
ま
す
。
チ
ャ
ー
ト
は
石
灰
岩
と

違

っ
て
非
常
に
硬

い
の
で
、

尖

っ
た
ノ
コ
ギ
リ
の
よ
う
な

尾
根
を
形
作

っ
て
い
ま
す
。

昭
和
３０
年
代
、
秩
父
鉱
山

の
関
係
者
が
、
両
神
山
の
山

頂
付
近
を
、
軽
装
で
遊
び
が

て
ら
登

っ
て
い
る
写
真
が
あ

り
ま
す
。
八
丁
峠
か
ら
尾
根

沿

い
に
、
両
神
山
の
山
頂
に

登

っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

こ
れ
は
、
私
が

ヘ
リ
か
ら

撮

っ
た
ん
で
す
が

（図
２０
）
、

手
前
が
自
石
山
、
す
で
に
採
掘

を
や
め
た
石
灰
岩
の
山
で
す
。
そ
れ
か
ら
両
神

山
、
奥
に
秩
父
最
高
峰
の
三
宝
山
、
甲
武
信
ヶ

岳
、
本
賊
山
と
、
こ
ん
な
ふ
う
に
３
つ
の
尾
根
が

一
度
に
撮
れ
て
い
ま
す
。
白
石
山
は
、
明
治
時

代
に
「昆
沙
門
山
」
と
Ｅ
・ナ
ウ
マ
ン
が
呼
ん
で
い

ま
し
た
。

両
神
山
は
チ
ャ
ー
ト
の
ブ
ロ
ッ
ク
。
甲
武
信

ヶ
岳
は
１
１
０
０
万
年
く
ら

い
前
に
貫
入
し
て

中生層の露出

図18『秩父山塊』所収「中生層の露出」 (文字は講師による)

図19『秩父山塊』所収「雨T中 山」
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図20	白石山上空から両神山、三宝山、甲武信ケ岳、木賊山を望む



き
た
、
ひ
ん
岩
と

い
い
ま
し
て
、
火
成
岩

の

一

種
で
す
。
硬

い
の
で
尖

っ
て
い
る
。
三
宝
山
は

花
中岡
閃
緑
岩
、
い
わ
ゆ
る
御
影
石
で
風
化
に
弱

い
ん
で
、
鍋
を
伏
せ
た
よ
う
な
形
を
し
て
い
る

。
そ
れ
ぞ
れ
風
化
侵
食
に
対
す
る
抵
抗
の
違

い

が
出
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
栃
本
で
す
ね

（図
２１
）
。
こ
れ
は

有
名
な
Ｖ
字
谷
で
す
。
現
在
の
栃
本
の
集
落
が

こ
れ
で
す

（図
２２
）
。
右
側
に
荒
川
が
流
れ
て

い
て
、
下
流
に
二
瀬
ダ
ム
が
あ
り
、
堰
止
湖
の

秩
父
湖
が
で
き
て
い
ま
す
。
写
真
の
左
側
の
部

分
が
、
滑
り
落
ち
て
き
た
地
す
べ
り
地
帯
な
ん

で
す
ね
。
地
す
べ
り
が
起
き
る
と
、
傾
斜
が
ゆ

る
く
な
り
ま
す
。
右
側
は
地
す
べ
り
し
て
い
な

い
昔
の
（地
形
）
。
そ
う
す
る
と

（ゆ
る
い
傾
斜

の
と
こ
ろ
に
）
人
が
住
み
始
め
る
ん
で
す
ね
。

畑
が
で
き
て
、
道
が
で
き
て
関
所
が
作
ら
れ
る

わ
け
で
す
。
こ
れ
が
秩
父
往
還
で
す
。

次
に
大
血
川
。

（画
集
の
）
文
章
に
は
出
て

き
ま
せ
ん
が
、
地
図
に
は
こ
こ
を
歩
い
た
と
あ

り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
和
銅
呈
瑞
の
地
と
い
う
の
が
出

て
き
ま
す
。
７
０
８
年
に
秩
父
郡
か
ら
和
銅
が

朝
廷
に
献
上
さ
れ
ま
す
。
朝
廷
は
非
常
に
喜
ん

で
元
号
を
和
銅
と
改
め
ま
し
た
。
和
銅
沢
に
露

天
掘
り
跡
と
い
わ
れ
る
溝
が
残

っ
て
い
ま
す
。

日
本
最
古
の
貨
幣
は
富
本
銭
で
す
が
、
そ
れ
が

わ
か
る
ま
で
は
和
銅
開
称
が

一
番
古
い
と
い
わ

れ
、
こ
ん
な
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

露
天
掘
り
跡
と
い
わ
れ
る
場
所
が
あ
る
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
、
我
々
地
質
屋
か
ら
み

る
と
、
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
。
古
い
チ
ャ

ー
ト
と
新
し
い
砂
岩
の
間
に
、
出
牛
―
‐黒
谷
断

層
と
い
う
大
き
な
断
層
が
通

っ
て
い
ま
し
て
、

そ
の
破
砕
帯
な
ん
で
す
ね
。
断
層
が
動
い
て
摩

擦
で
壊
さ
れ
た
。
そ
れ
が
雨
水
な
ど
で
流
さ
れ

て
、
断
層
面
が
現
れ
て
溝
に
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
５
月
下
旬
の
武
甲
山
で
す
ね
（図
円
）。

上
が
平
ら
に
削
れ
て
い
ま
す
。
芝
桜
の
丘
か
ら

見
た
と
こ
ろ
で
す
ね
。
こ
の
丘
に
は
１
７
，
６

０
０
２ｍ
に
９
種
４０
万
株
の
芝
桜
が
植
わ

っ
て
い

ま
す
。

武
甲
山
の
岩
場
に
は
、
チ
チ
ブ
イ
ワ
ザ
ク
ラ

な
ど
が
自
生
し
て
い
ま
し
て
、
「武
甲
山
石
灰
岩

地
特
殊
植
物
群
落
」
と
し
て
国
指
定
特
別
天
然

記
念
物
に
な

っ
て
い
ま
す
。

武
甲
山
は
、
今
は
こ
ん
な
形
で
す
が
昔
は
こ
う

い
う
格
好
を
し
て
い
た
ん
で
す
ね

（図
２４
）
。
山

頂
に
お
官
が
あ

っ
た
ん
で
す
が
、
今
は
こ
の
ヘ

ん
に
移
し
ま
し
た
。
北
側
に
５
０
０
ｍ
く
ら
い

の
厚
さ
で
石
灰
岩
の
岩
体
が
挟
ま

っ
て
い
る
ん

で
す
ね
。
厚
さ
１０
ｍ
く
ら
い
の
残
壁
を
の
こ
し

て
大
走
り
を
設
け
な
が
ら
、
下

へ
下

へ
と
階
段

状
に
掘
っ
て
い
っ
て
、
標
高
１
，３
３
６
ｍ
あ

っ
た

の
が
、
１
，
３
０
４
ｍ
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

武
甲
山
の

一
番
高

い
と
こ
ろ
か
ら
南
側
は
、
火

山
噴
出
物
で
で
き
て
い
ま
す
。
石
灰
岩
体
の

一

番
西
の
縁
に
は
大
岩
壁
が
あ
り
ま
し
て
、
橋
立

鍾
乳
洞
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

「岩
の
装
」

と

（画
集
に
は
）
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
埼
玉
唯

一
の
観
光
洞
で
、
し
か
も
縦
穴
な
ん
で
す
ね
。

普
通
は
横
穴
な
ん
で
す
が
…
。

）

そ
し
て
長
瀞
で
す
け
れ
ど
も
岩
畳
の
突
端
、

秩
父
赤
壁
な
ん
て
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
ス
ケ

ツ
チ
に
は
ぽ
つ
ん
と
座

っ
て
い
る
人
が
い
ま
す
け

ど

（図
２５
）
、
こ
の
写
真

（図
２６
）
に
も
…
（笑
）
。

昔
か
ら
舟
下
り
が
有
名
で
し
た
が
、
今
は
ラ

フ
テ
イ
ン
グ
ボ
ー
ト
や
カ
ヌ
ー
、
ヵ
ャ
ッ
ク
も

盛
ん
で
す
。

こ
れ
が
虎
岩
な
ん
で
す
け
ど

（図
２７
）
、
宮
沢

賢
治
が
こ
れ
を
み
て
詠
ん
だ
ん
じ
や
な
い
か
と

い
う
歌
が
あ
り
ま
す
。
《
つ
く
づ
く
と

「粋
な
も

や
う

の
博
多
帯
」
荒
川
ぎ
し
の
片
岩
の
い
ろ
。
》

こ
ん
な
の
も
あ
り
ま
す

（図
２８
）
。
こ
ち
ら

の
ほ
う
が
、
直
線
的
な
博
多
帯
の
模
様
に
近

い

の
か
な
と
思
い
ま
す
。
ス
テ
ル
プ
ノ
メ
レ
ン
と

い
う
の
は
、
昨
年

「埼
玉
県
の
鉱
物
」
に
選
定
さ

れ
ま
し
た
。
長
瀞
で
み
ら
れ
る
虎
岩
に
出
て
く

る
ん
で
す
。
こ
う

い
う
引
張
り
の
力
が
働
い
て
、

方
解
石
が
霜
柱
の
よ
う
に
成
長
し
て
広
げ
て
い

る
ん
で
す
ね
。
こ
ん
な
様
子
が
み
ら
れ
ま
す
。

ま
た

（長
瀞
に
は
）
岩
場
や
砂
地
、
水
辺
を

好
む
い
ろ
い
ろ
な
植
物
が
み
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
秩
父
青
石
で
す
。
結
晶
片
岩
と

）

い
う
剥
離
し
や
す
い
性
質
を
利
用
し
て
、
板
碑

が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
高
さ
５

。
３
７
ｍ
、

日
本

一
の
板
碑
が
あ
り
ま
す

（図
２９
）
。
そ
の

裏
山
を
登
っ
た
と
こ
ろ
に
、
採
石
し
た
跡
が
残

南

図21『秩父山塊』所収	「栃本」

図22現在の栃本の集落

図23「芝桜の丘」から武甲山を望む

布を桑す

中腹か

灰岩ブロック)

ら山頂にかけ

斜面ぼご直iこ
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図24採 掘前の武甲山の形と坑道の様子



っ
て
い
ま
す
。

緑
色
片
岩

の
さ
ま
ざ
ま
な
櫂
曲
も
、
長
瀞

付
近
で
は
た
く
さ
ん
み
ら
れ
ま
す
。
雁
行
脈
と

い
う
の
は
、
矢
印
の
方
向
、
こ
ち
ら
は
逆
、
と

（

い
う
ふ
う
に
剪
断
力
が
働
く
と
、
割
れ
目
が
で

き
そ
れ
が
広
が

っ
て
、
右
側
の
Ｓ
字
状
に
な

っ

て
い
く
。
そ
し
て
最
後
に
は
、
真
ん
中
に
断
層

が
で
き
て
く
る
も
の
も
あ
る
ん
で
す
。

今
日
お
配
り
し
た
資
料
の

「地
質
構
造
の
美

学
」
と
い
う
の
は
…
地
質
屋
に
は
、
な
ん
だ
こ

ん
な
つ
ま
ん
な
い
も
の
、

っ
て
言
わ
れ
て
し
ま

い
ま
す
け
ど
、
私
は
美
術
も
面
白

い
と
思

っ
て

い
て
、
地
質
学
と
美
術
を
な
ん
と
か
こ
う
…
く

っ
つ
け
た
い
と
思
い
ま
し
て
、
眼
で
見
て
面
白

い
も
の
を
ま
と
め
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
秩

父
、
長
瀞
あ
た
り
で
み
ら
れ
る
も
の
で
す
。
巨

大
な
自
然
の
ち
か
ら
に
よ

っ
て
、
と
て
も
人
間

業
で
は
で
き
な
い
よ
う
な
、
み
ご
と
な
造
形
が

み
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

ま
た
、
こ
の
あ
た
り
は
銅
を
試
掘
し
た
坑
道

跡
が
あ
ち
こ
ち
に
空
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。
金

石
、
金
崎
、
金
尾
な
ど
と
い
う
地
名
は
、
ど
こ

も
銅
と
関
係
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。

こ
の
あ
た
り
の
古
墳
の
石
室
に
も
、奥
に
ピ

ン
ク
、
緑
、
黒
の
大
石
を
奥
壁
に
使

っ
て
、
そ

（

れ
に
合
わ
せ
て
側
壁
の
石
を
積
ん
で
い
つ
た
様

子
が
わ
か
り
ま
す
。
（下
の
ほ
う
は
）
き
ち
ん
と

積
ん
で
い
た
の
が
、
だ
ん
だ
ん
上
に
い
く
と
乱

れ
て
く
る
ん
で
す
け
ど
ね
。
人
間
の
美
意
識
で

も

っ
て
、
色
の
違
う
石
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
、
国
会
議
事
堂
の
市
松
模
様
の
床
、

黒
い
部
分
に
使
わ
れ
て
い
る
の
が
「鳩
糞
石
」
。

蛇
紋
岩
の
中
に
方
解
石
の
脈
が
入

っ
て

「蛇
灰

岩
」
と
も
い
い
ま
す
。

こ
れ
、
な
ん
だ
か
わ
か
り
ま
す
か
？
（図
３０
）

こ
れ
が
肺
に
入
る
と
…
。
そ
う
、
ア
ス
ベ
ス
ト

で
す
ね
。
蛇
紋
岩
が
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
と
い
う
注

射
針
の
よ
う
な
結
晶
体
に
な
り
、
細
く
白
く
な

っ
た
も
の
が
ア
ス
ベ
ス
ト
で
す
。
平
賀
源
内
は
、

両
神
山
中
で
は
な
く
、
こ
こ
皆
野
、
金
崎
と

い

う
と
こ
ろ
に
立
ち
寄

っ
て
、
材
料
を
仕
入
れ
た

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

（６
）
寿
旅
館
と
長

（養
）
浩
亭

画
集
に
出

て
く
る
２

つ
の
旅
館

の
う
ち
、

「長
浩
亭
」
と
あ
る
の
は
、
「養
浩
亭
」
の
こ
と

じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
寿
旅
館
は
本
陣
で
、

数
年
前
ま
で
や
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
廃

業
し
ま
し
た
。
養
浩
亭
は
今
で
も
や
っ
て
い
ま

す
。
ど
ち
ら
も
、
昔
か
ら
地
質
屋
の
定
宿
だ

つ

野
上
下
郷
石
塔
婆
（長
吾
町
橿
口
）

図25『秩父山塊』所収「長瀞」

点紋緑泥石
片岩の一枚
岩が用いら

れている

図26現在の長瀞(岩畳北端)の様子

図27長瀞の虎岩にみられる「流れ櫂曲」

図28	虎岩の形成

灯
V

図29長 瀞町の野上下郷石塔婆(板碑)

チi多 態をと

みごとな流れネ習曲(虎岩)

折りたたみ櫂曲、横臥櫂曲、

高
さ
が
５
．
３

７
メ
ー
ト
ル
も

あ
る
の
だ
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図30石 綿 (皆野町新井)



た
旅
館
で
す
。
最
近
、
宮
沢
賢
治
が

大
正
５
年
９
月
４
日
に
、寿
旅
館
に
泊

ま

っ
た
こ
と
が
実
証
さ
れ
ま
し
た
。

七
代
目
の
田
鳴
保
日
記
と

い
う

の

が
出
て
き
ま
し
て
（図
３１
）
、
盛
岡
高

等
農
林
学
校

一
行
が
来
て
、
正
午
前

に
着

い
て
荷
物
を
お
き
、
山
中
地
溝

帯

へ
足
を
延
ば
し
て
夜
戻

っ
て
来
た

。
翌
日
三
峯
登
山
を
し
て
、
そ
の
次

は
秩
父
の
魚
惣
角
屋
に
泊
ま
る
と
い

う
の
が
、
書
い
て
あ
り
ま
す
。
引
率

は
関
豊
太
郎
と
神
野
幾
馬
。
独
特
の

字
で
判
読
が
難
し
い
ん
で
す
が
…
。

次
の
日
の
日
記
に
は
、
三
峯
神
社

の
官
司
が
た
ま
た
ま
宮
澤
到
さ
ん
と

い
う
ん
で
す
が
、
そ
の
宮
司
に
、
生

徒
の
塩
井
義
郎
に
手
紙
を
託
し
て
、

よ
ろ
し
く
と
。
そ
れ
か
ら
秩
父
の
魚

惣

（旅
館
）
へ
、
お
金
を
入
れ
た
封

書
と
、
馬
車
で
…
生
徒
た
ち
が
サ
ン

プ
ル
の
石
を
取

っ
て
リ
ュ
ッ
ク
い
っ

ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
も

一
緒
に
旅

館
へ
送
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
そ
ん
な
こ
と
も
書

い
て
あ
り
ま
す
。

今
度
は
、
長
瀞
の
養
浩
亭
の
ほ
う
で
す
け
れ

ど
も
、
こ
の
人
は
神
保
小
虎
と
い
う
、
『日
本
地

質
学
　
全
』
と
い
う
本
を
出
し
た
人
で
す
（図

３２
）
。
「長
瀞
は
我
国
の
地
質
学
者
が

一
生
に
必

ず

一
度
は
行
き
て
見
る
べ
き
」
と
述
べ
て
い
ま

す
。
秩
父
鉄
道

（株
）
を
指
導
し
て
秩
父
鉱
物

植
物
標
本
陳
列
所
、
秩
父
岩
石
化
石
陳
列
所
と

い
う
の
を
作
り
ま
す
。
秩
父
鉱
物
植
物
標
本
陳

列
所
は
、
私
が
勤
め
て
い
た
埼
玉
県
立
自
然
の

博
物
館
の
初
代
の
展
示
施
設
で
す
ね
。
こ
の
次

に
秩
父
自
然
科
学
博
物
館
に
な
り
、
埼
玉
県
立

自
然
史
博
物
館
に
な
る
。
１
万
２
，０
０
０
点
余

の
資
料
を
、
埼
玉
県
が
譲
り
受
け
た
ん
で
す
。

で
、
ち
ょ
う
ど
、
神
保
の

『日
本
地
質
学

全
』
の
巻
末
に
、
秩
父
甘
楽
地
域
十

一
日
間
地

質
巡
検
コ
ー
ス
と
い
う
の
が
載
っ
て
い
ま
し
て

（図
３３
）
、
山
中
地
溝
帯
か
ら
志
賀
坂
峠
、
神
ヶ

原
に
出
ま
し
て
、
青
倉
、
下
仁
田
、
妙
義
山
に

行

っ
て
松
井
田
か
ら
Ｓ
Ｌ
で
帰

っ
て
く
る
と
い

う
も
の
で
す
。
最
近

「
ジ
オ
パ
ー
ク
」
と
い
う

の
が
、
秩
父
と
下
仁
田
…
こ
っ
ち
は
面
積
が
小

さ
い
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
福
沢

一
郎
が
歩

い
た

と
こ
ろ
を
結
ぶ
よ
う
に
で
き
て
い
ま
す
。
こ
こ

は
車
が
通
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
こ
れ
か

ら
連
携
し
て
や
っ
て
い
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

４
　
自
然
科
学
者
の
眼

最
後
に
、

（福
沢
の
）
自
然
科
学
者
の
眼
、

特
に
地
質
学
者
の
眼
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お

話
し
ま
す
。

画
集

『秩
父
山
塊
』
に
記
さ
れ
た
地
質
学
的

所
見
、
地
形
や
地
質
現
象
に
関
す
る
用
語
を
バ

ー

っ
と
並
べ
た
だ
け
で
も
、
我
々
び

っ
く
り
す

）

る
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
地
層
名
や
地
質
年
代

に
関
す
る
用
語
と
記
述
。
こ
れ
は
、
井
尻
正
三
、

早
川
千
尋
の
論
文
に
出
て
い
て
、
読
ま
な
い
と

判
ら
な
い
こ
と
で
す
ね
。
犬
木
層
と
か
第
三
紀

と
か
黒
海
土
層
と
か
上
部
漸
新
世
と
か
…
完
全

に
専
門
用
語
で
す
ね
。
我
々
が
普
段
使

っ
て
い

る
の
と
同
じ
で
す
。

「
中
途
で
自
亜
層
か
ら
古
生
層
に
変
わ
る
が
」

こ
れ
は
山
中
地
溝
帯
か
ら
二
子
山

へ
登
り
ま
す

と
、
谷
底
の
自
亜
紀
か
ら
二
子
山
の
石
灰
岩
に

変
わ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

石
灰
岩
は
古
生
層
で
す
か
ら
ね
。
こ
う

い
う
の

は
本
当
に
、
地
質
屋
の
言
い
草
な
ん
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
、
地
史
や
地
質
構
造
に
関
す
る
記

述
、
こ
れ
は
例
え
ば

「海
退
は
従

っ
て
、
東

ヘ

東

へ
と
行
は
れ
、
先
づ
西
邊
の
隆
起
し
た
地
層

は
侵
蝕
剥
脱
作
用
を
被
り
、
そ
の
構
成
す
る
岩

石

（主
と
し
て
礫
岩
）
は
、
流
れ
て
ま
だ
海
で

あ
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
よ
り
東
の
部
分
に
沈
積
し

）

た
」
。
１
，
７
０
０
万
年
く
ら
い
前
に
、
海
が
退

い
て
、
前
に
溜
ま

っ
た
と
こ
ろ
が
隆
起
し
て
、

一
旦
溜
ま

っ
た
と
こ
ろ
が
侵
食
さ
れ
、
そ
し
て

海
の
ほ
う

へ
供
給
さ
れ
て
溜
ま

っ
た
と
い
う
で

す
ね
、
こ
れ
は
地
史
を
物
語

っ
て
い
ま
す
ね
。

ま
た
「複
向
斜
構
造
」
な
ん
て
い
う
言
葉
は
井

尻
正
三
の
１
９
３
８
年
の
論
文
に
出
て
き
ま
す
。

そ
れ
か
ら
応
用
地
質
と
い
う
の
は
、
鉱
床
と

か
、
人
間
の
役
に
立

つ
痕
跡
、
そ
う
い
う
も
の

に
関
し
て
は
、
平
賀
源
内
、
火
浣
布
、
幸
島
家

…

「
こ
の
鎖
山
で
は
、
桂
岩
と
石
灰
岩
と
の
接

鯛
部
に
鍍
石
が
見
出
さ
れ
る
。
所
謂
接
鯛
鎖
床

と
い
ふ
…
」
こ
れ
も
プ
ロ
の
用
語
で
す
ね
。

地
質
研
究
史

に
関
す
る
こ
と
と
し
て
は
、

先
程

の
寿
旅
館
、
長
浩
亭

（養
浩
亭
）
で
は

「
『主
人
は
石
が
好
き
で

。
・
・
』
な
ど
と
、

主
婦
な
る
人
は
云
ふ
。

（中
略
）
石
が
好
き
と

は
嬉
し
い
事
を
云
ふ
も
の
か
な
。
近
頃

私
は

石
に
凝
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
」

日	 四	 月	 九 嘔 月

(上段)

図31田鳴保日記の大正5年9月 4日 のページ

大明敦(2012)よ り

ヽ

1日■博■詢 ―ス(神保,総

“

》

(下段)

ilffirltt ( 18oB- is24)
●明治29年「日本地質学 全」の巻末に,秩父・
甘楽地域の11日間地質巡検コースを詳しく紹介.

●明治34年「秩父にある美しき者の鐘と断層」
の日頭で,	 “長瀞は我国の地質学者が一生に必ず
一度は行きて見るべき"と主張.

●大正10年,秩父鉄道を支援・ 指導し.秩父鉱

物標本陳列所の開設に尽力.翌年,秩父岩石化石
陳列所の開設を指導

秩父鉱物植物標本
― =颯

秩父審石化石
陳列所 (金輸)

図32神保小虎の指導のもとに建設された秩父鉱物植物標本陳列所
および秩父岩石化石陳列所

田
隕

図33神保 (1896)の 巡検コースとジオパーク 秩父および下仁田

燎
晴

○
盛
岡
高
等

農
林
学
校

生
徒
職
員

一
行
二
十
五
人

宿
泊
ス
、

午
前
中
来
館

三
田
川
村
三
山
源

沢
二
向
ハ
レ
夜

帰
宿
セ
ラ
ル
．

原
町
箱
屋
辺

迄
ム
カ
ヒ
ニ
出
リ

醸
暑 ○

盛
岡
高
等
農
林
学
校
教
授
関
豊
太
郎
神
野

幾
馬
両
氏
卜
生
徒
二
十
三
人
来
宿
ス

同

一
行
ハ
本
国
三
田
川
村
二
向
カ
ハ
レ
今
夜
投
宿

明
日
ハ
三
峯
登
山
（三
峯
ハ
一
行
初
メ
テ
ナ
リ
）明
後
日
ハ

大
宮
魚
惣
角
屋
旅
宿
泊
リ
ナ
リ
、

○
本
日
午
後
盛
岡
高
等
農
林
学
校
御

定
宿
ノ
看
板
フ
掲
グ
優
ノ
通
塚
本
二
梯
子
フ
借
リ
ル

‐́■―整颯コース

o■泊爆 審居。本野上・皆警・

儡辮 13ξ

「下仁田ジオバーク」のエリア

連携
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も

っ
と
す
ご
い
な
あ
と
思
う
の
は
、
現
地
踏

査
に
あ
た

つ
て
念
頭
に
お
い
た
地
質
学
的
な
疑

問
や
課
題
。
い
ち
ば
ん
地
質
学
者
的
な
と
こ
ろ

で
、
地
層
を
み
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
海
進
海

退
の
状
況
を
み
て
、
化
石
が
出
な
い
場
合
は

「
豊
富
な
中
生
紀
的
幻
想
で
こ
れ
を
補
ふ
必

要
が
あ
る
」
。
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
、

ど
ん
な
古
環
境
だ

っ
た
の
か
を
思
い
描
か
な
い

と
い
け
な
い
。

そ
れ
か
ら
、
富
岡
の
近
く
、
「私
達
が
何
の

氣
な
し
に
腰
を
か
け
て
ゐ
た
岩
は
、
化
石
こ
そ

出
な
い
が
鮮
新
世
の
堆
積
で
あ
ら
う
。」
５
０
０

万
年
く
ら
い
前
の
新
し
い
地
層
で
す
ね
。
下
仁

田
の
ほ
う

へ
行
く
と
古
い
地
層
が
出
て
く
る
ん

で
す
が
、
そ
こ
と

「ど
う
い
ふ
関
係
に
な
る
も

の
か
」
整
合
な
の
か
不
整
合
な
の
か
、

「私
に

と
つ
て
は

一
つ
の
課
題
で
あ
る
」
。

ま
た
、
写
生
を
し
な
が
ら

「地
溝
の
特
異
性

を
掴
み
た
い
と
骨
を
折
る
」
。
断
層
で
落
ち
込

ん
で
い
る
の
か
ど
う
か
。

「信
州
ま
で
行

っ
て

み
な
い
と
、
地
溝
帯
見
物
は
充
分
で
な
い
と
い

ふ
こ
と
に
な
る
」
。
こ
れ
は
や
つ
ぱ
り
、
十
石

峠
か
ら
東
側
、
埼
玉
県
〜
群
馬
県
の
堆
積
環
境

と
、
も
う
ち
ょ
っ
と
浅
い
、
信
州
の
植
物
化
石

な
ど
が
出
て
く
る
あ
た
り
、
古
環
境
が
違
う
の

で
、
全
体
像
を
つ
か
む
に
は
信
州
ま
で
行
か
な

い
と
だ
め
だ
と
言

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
地
質

屋
的
な
考
え
方
で
す
ね
。

「白
亜
紀
白
井
層
群
が
、
物
部
川
統
の
石
堂

層
群
に
整
合
的
に
被
覆
さ
れ
て
い
る
の
は
こ

の
邊
り
の
筈
だ
」
。
我
々
が
調
査
を
す
る
と
き

に
、
そ
ろ
そ
ろ
か
な
あ
と
思
い
な
が
ら
歩
い
て

い
く
、
ま
さ
に
そ
れ
を
言

っ
て
い
ま
す
。

で
は
、
な
ぜ
福
沢
は
秩
父
山
地
北
部
を
好
ん

だ
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

「東
京
か
ら
僅

か

一
日
で
末
ら
れ
る
」
。
そ
れ
か
ら
、　
一
番
大

き
い
の
は
こ
れ
か
と
思
う
の
で
す
が
、

「叶
山

を
中
心
と
す
る
古
生
層
石
灰
岩
は
、
怪
奇
を
蓋

し
た
峰
を
つ
く
り
、
谷
を
穿

っ
て
、
ど
ん
よ
り

と
し
た
冬
の
日
な
ど
、
灰
色
の
岩
肌
に
落
ち
て

（

く
る
陽
は
、
遠
く
淡
く
、
時
に
は
妙
に
羅
漢
像

を
想
ひ
出
さ
せ
る
隆
起
と
侵
蝕
の
東
洋
的
表
情

を
湛
え
て
ゐ
る
」
。
特
異
な
地
形
地
貌
と
い
う

と
こ
ろ
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
両
神
山
、
住
居

附
…
例
え
ば

「忽
然
と
展
開
す
る
住
居
附
部

落
の
景
観
に
、
思
は
ず
私
は
眼
を
見
張

つ
た
。

そ
こ
に
は
古
今
の
あ
ら
ゆ
る
想
像
固
を
超
脱
す

る

一
幅
の
桃
源
境
が
あ

っ
た
か
ら
だ
。
山
と
水

と
、
樹
木
と
石
と
が
緊
密
に
取
組
ん
で
、　
一
分

の
隙
も
な
い
」
。
こ
う
い
う
も
の
に
惹
か
れ
た

ん
で
す
ね
。

も
う
ひ
と

つ
、
白
亜
紀
を
福
沢

一
郎
が
好
ん

だ
と
い
う
こ
と
。
《白
亜
紀
の
幻
想
》
《白
亜
紀

の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ア
》
（１
９
６
２
）
や

《
爬
虫
類

は
び
こ
る
》
《
爬
虫
類
滅
び
る
》
（１
９
７
４
）

な
ど
、
自
亜
紀
や
恐
竜
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品

を
福
沢
は
描
い
て
い
ま
す
。
最
初
の
ふ
た
つ
は
、

１
９
６
２
年
に
日
本
橋
白
木
屋
で
開
催
さ
れ
た

「幻
想
が
黒
か

っ
た
時
」
と
題
す
る
個
展
に
出

品
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
《
白
亜
紀
の
フ
ァ
ン

タ
ジ
ア
》
に
は
、
白
亜
紀
後
期
に
生
息
し
た
肉

（、

食
海
棲
爬
虫
類
で
あ
る
モ
サ
サ
ウ
ル
ス
ら
し
き
脊

椎
動
物
の
骨
格
が
描
か
れ
て
い
ま
す
し
（図
３４
）
、

《
爬
虫
類
は
び
こ
る
》
（図
３５
）
《
爬
虫
類
減
び

る
》
に
は
、
刀
”く
い①
〓

（１
９
７
４
）
の
恐
竜
絵

本
の
復
元
図
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う

い

う
こ
と
か
ら
も
、
福
沢
は
中
生
代
と
く
に
恐
竜

が
栄
え
滅
び
た
白
亜
紀
に
強
い
関
心
が
あ

っ
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

福
沢
の
地
学
関
係
蔵
書
は
、
富
岡
市
立
美
術

博
物
館

・
福
沢

一
郎
記
念
美
術
館
に
寄
贈
さ
れ

た
彼
の
旧
蔵
書
に
相
当
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
フ

ラ
ン
ス
の
地
史
学
の
教
科
書
と
か
、
表
紙
が
は

ず
れ
る
ほ
ど
読
み
込
ま
れ
た
形
跡
の
あ
る

『日

本
の
地
形
』

（香
川
幹

一
著
、
古
今
書
院
、
１

９
４
２
年
）
に
は
、
フ
オ
ツ
サ
マ
グ
ナ
や
秩
父

盆
地
周
辺
の
地
質
略
図
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
か
ら
Ｊ

。
Ｇ

・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の

『黄
土
地
帯
』
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
１
９
４
０

年
代
の
は
じ
め
に
発
行
さ
れ
た
も
の
が
非
常
に

多

い

（１８
冊
）
の
で
、
福
沢
が
精
力
的
に
奥
秩

父
に
出
か
け
た
時
期
と
重
な
り
ま
す
。
当
時
の

最
新
の
地
学
の
知
識
を
得
る
た
め
に
、
こ
う
い

う
本
を
読
ん
だ
。
ま
た
、
寿
旅
館
あ
た
り
で
、

東
京
科
学
博
物
館
の
調
査
隊
、
井
尻
正
三
の
グ

ル
ー
プ
な
ど
か
ら
、
地
質
学
雑
誌
の
論
文
雑
誌

を
手
に
入
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

直
接
レ
ク
チ
ャ
ー
を
受
け
た
こ
と
も
あ

つ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ど
う
も
独
学
で
学
ん
だ
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
。

今
お
話
し
た
よ
う
な
本
や
、
秩
父
地
域
の
地

質
に
関
す
る
論
文
を
読
ん
で
、
地
質
学
に
関
す

る
造
詣
を
深
め
た
だ
け
で
は
な
く
て
、
事
前
に

地
質
学
的
な
課
題
を
設
定
し
て
現
地
で
確
認
し

よ
う
と
す
る
、
実
証
的
な
姿
勢
と
深
い
思
考
、

自
然
科
学
の
、
仮
説
を
立
て
て
、
そ
れ
を
現
地

で
観
察
し
て
実
証
す
る
、
そ
う
し
た
福
沢

一
郎

の
思
考
が
、
画
文
集

『秩
父
山
塊
』
か
ら
う
か

が
え
ま
す
。

（紙
面
の
都
合
上
、
内
容
を
一
部
省
略
し
ま
し
た
）

図34《白亜紀のファンタジア》1962年

図35《爬虫類はびこる》1974年
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講演中の本間岳史氏


