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地度と災害
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①

日
本
ア
ル
プ
ス
唯
一
の
活
火
山
と
し
て
知
ら
れ
る
焼
岳
は
､
大
正
四
年
二
九
一
五
)
の
大
爆
発
の
際
､
大
量
の
泥
流
を
押
し
出
し
梓
川
を
せ
き
止
め
て
大

正
池
を
つ
-
つ
た
｡
火
山
の
噴
火
と
そ
れ
に
と
も
な
う
地
震
に
よ
っ
て
起
さ
れ
た
災
害
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
を
災
害
は
地
域
が
限
定
さ
れ
､
そ
の
板
書
も
比
較

的
軽
度
に
お
さ
ま
る
が
､
地
質
構
造
と
開
通
し
て
或
る
日
突
然
襲
っ
て
く
る
大
地
裏
は
､
広
域
的
で
大
規
模
を
地
震
災
害
を
も
た
ら
す
と
い
あ
れ
る
｡

北
ア
山
麓
の
大
町
市
一
帯
は
'
新
潟
丁
長
野
-
大
町
を
結
ぶ
信
治
川
流
域
大
地
裏
詩
と
'
姫
川
-
天
竜
川
を
結
ぶ
姫
川
天
竜
川
地
震
帯
が
交
わ
る
揚
所
で
あ

る
｡
正
徳
四
年
(
一
七
一
四
)
家
屋
の
全
学
潰
三
百
軒
､
死
者
五
十
六
名
の
古
い
記
録
や
､
大
正
七
年
(
一
九
一
八
)
居
宅
全
学
潰
三
百
十
余
軒
の
｢
大
町
地

震
｣
を
ど
'
い
ず
れ
も
こ
の
地
域
に
震
源
地
を
も
っ
た
大
地
震
の
例
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
近
年
の
経
済
高
度
成
長
の
波
は
､
こ
の
山
麓
盆
地
に
も
ひ
し
ひ
し
と
押
し
寄
せ
て
い
る
｡
電
源
開
発
や
観
光
開
発
を
ど
各
種
の
産
業
開
発
は
次

第
に
大
型
化
し
､
増
加
率
は
低
い
と
い
あ
れ
を
が
ら
も
ア
メ
ー
バ
-
状
に
拡
大
さ
れ
.
て
行
く
市
街
地
化
の
姿
を
見
る
時
､
百
年
に
一
度
､
あ
る
い
は
赦
百
年
に

一
度
の
大
地
震
に
対
し
て
恐
怖
を
感
ず
る
の
け
〝
私
″
ひ
と
り
だ
け
で
は
会
い
だ
ろ
う
｡
た
ま
た
ま
珍
ら
し
-
起
っ
た
と
い
わ
れ
る
集
中
豪
雨
災
害
の
大
き
さ

に
驚
い
て
設
計
変
更
が
左
さ
れ
た
と
聞
く
､
現
在
計
画
中
の
七
倉
ダ
ム
を
ど
は
､
こ
の
よ
う
を
大
地
震
に
対
す
る
万
全
の
備
え
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
(
山
猿
)
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震
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林

　

照

　

雄

ま
え
が
さ

地
震
､
雷
､
火
事
､
お
や
じ
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ

て
い
る
だ
け
あ
っ
て
､
我
が
国
の
最
大
の
自
然
災
害

は
地
震
で
す
｡
生
活
の
基
盤
で
あ
る
大
地
が
､
原
水

爆
と
比
較
に
在
ら
な
い
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
動
く

の
で
す
か
ら
､
大
地
震
の
跡
は
地
獄
絵
巻
の
様
相
を

呈
す
る
あ
け
で
す
｡
こ
れ
は
日
本
列
島
が
太
平
洋
を

取
り
巻
-
地
震
の
其
の
上
に
あ
る
地
理
的
宿
命
か
ら

き
て
お
り
ま
す
｡
日
本
全
国
で
は
有
感
地
震
が
年
間

一
五
〇
〇
回
も
あ
り
､
二
年
に
一
回
の
割
合
で
マ
グ

ニ
チ
ュ
ー
ド
七
以
上
の
震
災
を
受
け
'
一
〇
〇
年
に

一
回
は
八
以
上
の
最
大
級
の
も
の
が
く
る
の
で
す
｡

信
州
は
山
国
だ
か
ら
地
湊
の
心
配
は
を
い
と
誤
解

さ
れ
が
ち
で
す
が
'
過
去
の
記
録
や
､
最
近
の
松
代

群
発
地
震
で
あ
か
る
よ
う
に
決
し
て
安
心
し
て
お
ら

れ
ま
せ
ん
｡
地
質
の
構
造
に
よ
っ
て
は
大
陸
の
内
部

で
も
裏
災
は
あ
り
ま
す
｡

地
震
の
巣
の
上
に
住
ん
で
お
り
を
が
ら
も
私
た
ち

は
､
経
済
成
長
と
称
し
て
砂
上
の
楼
閣
を
築
き
､
栄

耀
栄
華
を
謳
歌
し
て
お
り
､
さ
ら
に
自
ら
の
公
害
に

ょ
っ
て
住
み
憎
い
国
土
へ
と
追
い
込
ん
で
お
り
ま
す

実
は
大
町
市
地
方
も
､
一
昨
年
の
今
頃
は
松
代
の

悲
劇
を
味
わ
う
の
で
は
を
い
か
と
心
配
さ
れ
た
危
桟

が
あ
っ
た
の
で
す
｡
こ
れ
ら
の
最
近
の
話
題
を
取
り

あ
げ
て
地
震
に
つ
い
て
､
素
人
な
が
ら
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
｡

原
因
と
予
知

私
は
地
震
が
専
門
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
､
地
質
構

造
の
研
究
と
地
震
と
は
深
い
関
係
が
あ
り
､
強
い
関

心
を
も
っ
て
お
り
ま
す
｡
地
震
は
地
下
の
岩
石
が
何

ら
か
の
力
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
時
の
波
動
で
す
｡

こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
根
源
は
地
下
の
勲
で
､
こ
れ
が

機
械
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て

お
り
ま
す
｡
こ
の
熱
源
は
岩
石
中
の
放
射
性
元
素
の

崩
壊
熱
と
い
お
れ
て
お
り
ま
す
｡
最
近
は
海
底
の
地

形
や
地
質
や
熱
の
分
布
が
世
界
的
に
研
究
さ
れ
､
地

殻
の
下
に
あ
る
マ
ン
ト
ル
の
対
流
説
が
唱
え
ら
れ
て

お
り
ま
す
｡
た
と
え
ば
､
太
平
洋
の
海
底
の
山
脈
か

ら
マ
ン
ト
ル
の
岩
石
が
上
昇
し
､
ア
ジ
ア
大
陸
へ
徐

々
に
流
動
し
た
も
の
が
､
日
本
列
島
に
ぶ
つ
か
る
と

下
降
し
ま
す
｡
こ
こ
に
日
本
海
溝
が
で
き
､
さ
ら
に

地
下
で
は
太
平
洋
側
か
ら
ア
ジ
ア
大
陸
側
に
傾
斜
し

た
深
部
裂
げ
さ
と
呼
ば
れ
る
構
造
的
不
連
続
帯
が
あ

り
ま
す
｡
こ
の
部
分
が
深
発
地
震
の
発
生
源

で
あ
り
､
火
山
の
噴
火
や
､
日
本
海
の
成
因

と
も
関
係
が
あ
る
と
考
え
る
人
も
あ
り
ま
す

(
第
一
図
)
｡

松
代
群
発
地
差
の
時
に
も
'
火
山
説
だ
構

造
説
だ
と
論
じ
ら
れ
､
結
局
は
地
下
の
水
で

あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
､
一
九
九
四
メ

ー
ト
ル
の
ポ
ー
リ
ン
グ
の
穴
に
注
水
し
て
み

ま
し
た
が
､
こ
の
実
験
で
は
確
実
を
結
果
が

得
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
｡

火
山
噴
火
の
時
の
地
裏
以
外
は
､
地
震
の

原
因
自
体
が
究
明
し
つ
く
さ
れ
て
お
り
ま
せ

ん
か
ら
､
何
時
ど
こ
で
'
ど
の
-
ら
い
の
地

震
が
起
き
る
か
を
予
報
す
る
こ
と
は
､
地
震

学
世
界
一
と
い
わ
れ
て
い
る
日
本
で
も
無
理

な
問
題
な
の
で
す
｡

松
代
地
震
の
教
訓

長
野
県
内
に
震
源
を
も
つ
地
震
は
数
多
く

あ
り
ま
す
｡
な
か
で
も
'
弘
化
四
年
二
八

四
七
)
の
善
光
寺
地
震
は
死
者
二
一
〇
〇
〇

人
を
出
し
､
そ
の
痕
跡
は
い
ま
で
も
地
形
に

残
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
す
｡
大
正
七
年
の
大

町
地
震
の
恐
怖
も
記
憶
に
残
っ
て
い
る
古
老
も
多
い

あ
げ
で
す
｡

最
近
の
も
の
で
は
､
四
十
年
八
月
三
日
以
来
続
い

た
松
代
地
震
で
､
四
十
五
年
八
月
五
日
に
終
息
宣
言

が
出
さ
れ
ま
し
た
が
､
世
界
で
も
記
録
的
な
長
期
に

わ
た
っ
た
群
発
地
震
で
し
た
｡
そ
れ
だ
け
に
地
元
の

不
安
は
大
き
く
'
さ
ら
に
憶
測
的
な
説
や
予
言
が
脈

絡
も
な
く
発
表
さ
れ
､
災
害
時
に
よ
く
あ
り
が
ち
を

経
緯
が
あ
り
ま
し
た
｡
他
山
の
石
を
食
い
物
に
し
て

正
確
な
資
料
も
乏
し
い
の
に
､
非
科
学
的
を
発
言
を

す
る
見
物
人
が
多
い
こ
と
は
住
む
人
た
ち
に
と
っ
て

は
迷
惑
至
極
を
こ
と
で
す
｡
松
代
地
震
の
先
の
見
通

し
が
ま
だ
つ
か
を
い
四
十
年
十
一
月
十
六
日
に
､
信

毎
で
私
の
と
こ
ろ
へ
取
材
に
き
ま
し
た
｡
そ
の
時
に

｢
局
部
的
な
地
震
で
大
き
を
被
害
を
出
す
こ
と
は
ま

ず
考
え
ら
れ
ま
い
し
'
た
と
え
地
震
が
起
き
て
も
､

本
県
で
は
地
質
的
に
み
て
､
あ
わ
で
を
い
で
対
処
す

れ
ば
被
害
は
ご
く
あ
ず
か
で
す
む
か
ら
､
あ
ま
り
神

経
質
に
な
ら
を
い
こ
と
が
先
決
で
あ
る
｣
と
警
告
し

ま
し
た
｡
五
段
ぬ
き
の
こ
の
記
事
は
､
そ
の
後
長
期

l
わ
た
っ
て
乱
発
さ
れ
た
報
道
で
忘
れ
ら
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
｡
結
果
的
に
は
私
の
予
測
が
一
応
適
当
だ

っ
た
わ
け
で
す
｡

し
か
し
こ
れ
は
地
下
構
造
と
過
去
の
資
料
か
ら
の

推
論
が
過
然
事
無
き
を
得
た
結
果
と
一
致
し
た
と
い

ぅ
べ
き
か
も
知
れ
ま
せ
ん
｡
た
だ
当
時
の
私
と
し
て

は
科
学
的
判
断
の
で
き
会
い
の
に
､
い
た
ず
ら
に
住

民
に
不
安
を
与
え
る
こ
と
は
罪
だ
と
思
っ
た
の
で
す

そ
の
後
観
光
気
分
の
見
学
者
も
多
く
を
り
ま
し
た

地
震
の
回
数
も
ピ
ー
ク
の
四
十
一
年
の
春
､
一
人
で

調
査
支
度
で
被
害
地
を
歩
き
ま
し
た
｡
対
策
本
部
に

見
舞
に
顔
を
出
し
た
だ
け
で
各
部
落
で
話
を
間
い
た

り
､
傷
跡
を
調
べ
て
回
り
ま
し
た
｡
こ
の
頃
は
地
震

も
ピ
ー
ク
で
､
四
月
の
有
感
地
震
二
一
〇
〇
〇
回
､

震
度
三
が
八
五
回
へ
四
が
一
〇
回
､
丘
が
四
回
あ
り

ま
し
た
｡
震
度
丘
に
な
れ
ば
､
か
な
り
落
ち
着
い
た

人
で
も
屋
外
へ
夢
中
で
飛
び
出
し
て
し
ま
い
ま
す
(

第
二
図
)
｡
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大町地霊の記録軍費｡道路上につくられた遊離小屋で､恐怖の日々を過した(大町高級妻義)

物檀と山

憩
閏

-
ト
ル
'
大
町
が
六
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
も
異
常

隆
起
し
て
い
る
事
実
が
測
定
さ
れ
た
こ
と
で
し

た
｡
さ
ら
に
四
十
三
年
の
墓
に
は
､
マ
グ
ニ
チ

ュ
ー
ド
六
程
度
の
地
震
に
対
す
る
警
戒
が
必
要

で
あ
る
と
予
測
さ
れ
る
に
至
り
ま
し
た
｡
大
正

七
年
の
大
町
地
震
が
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
が
六
､

一
で
し
た
か
ら
､
そ
の
不
安
は
大
き
な
も
の
で

し
た
｡
四
十
三
年
十
二
月
十
九
日
に
は
東
大
地

裏
研
究
所
へ
招
か
れ
て
､
大
町
地
域
や
フ
ォ
ッ

サ
･
マ
グ
ナ
の
地
質
構
造
の
説
明
を
し
ま
し
た

十
月
末
か
ら
小
さ
を
地
震
は
時
々
や
っ
て
き
て

お
り
ま
し
た
｡

当
時
は
資
料
も
十
分
で
は
を
-
`
裏
源
域
は
美

麻
村
側
､
北
ア
ル
プ
ス
側
の
鍬
ノ
峰
付
近
と
黒

四
ダ
ム
付
近
で
多
く
観
測
さ
れ
ま
し
た
｡
私
は

地
質
構
造
が
枚
代
地
域
と
異
な
る
点
を
強
調
し

地
震
に
対
す
る
判
断
は
専
門
家
に
お
ま
か
せ
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
｡
た
だ
こ
の
時
､
強
く
要

望
し
た
点
は
､
松
代
群
発
地
震
の
徹
を
踏
ん
で

も
ら
い
た
く
な
い
こ
と
で
し
た
｡

あ
の
時
の
よ
う
に
確
実
を
科
学
的
根
拠
も
毒

し
に
､
売
名
的
と
さ
え
思
あ
れ
る
よ
う
を
発
言

を
し
て
住
民
に
動
揺
を
与
え
て
ほ
し
-
凄
い
こ

と
で
し
た
｡
そ
の
た
め
に
は
観
測
に
当
っ
て
い

の
地
震
に
至
ら
ず
一
応
納
ま
っ
た
こ
と
は
幸
で
し
た

あ
と
が
き

日
本
の
地
域
で
は
､
多
少
の
羞
こ
そ
あ
れ
､
あ
る

期
間
経
て
ば
､
地
下
に
必
ず
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
蓄
積
さ

れ
ま
す
｡
す
を
わ
ち
､
岩
石
を
破
壊
に
導
く
力
が
徐

々
に
貯
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
｡
　
こ
の
破
壊
が
一
度

起
っ
て
解
放
さ
れ
る
か
'
時
々
小
出
し
に
さ
れ
る

か
､
ま
た
広
い
範
囲
の
地
下
に
貯
え
ら
れ
た
か
､
狭

い
部
分
で
あ
っ
た
か
に
よ
っ
て
､
地
震
の
性
質
や
規

模
も
異
な
っ
て
く
る
よ
う
で
す
｡
長
野
県
内
の
地
震

は
弘
化
四
年
の
よ
う
を
特
例
を
除
け
ば
､
比
較
的
小

範
囲
に
蓄
積
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
放
出
さ
れ
る
場

合
が
考
え
ら
れ
ま
す
｡
し
た
が
っ
て
'
小
規
模
を
地

震
の
発
生
は
致
し
方
老
い
で
し
ょ
う
｡
最
近
日
本
列

島
の
太
平
洋
側
に
大
規
模
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
貯
え
が

行
な
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
識
者
も
お
り
ま
す

し
か
し
'
世
界
的
に
み
て
本
茂
の
前
に
く
る
前
湊
に

消
火
の
徹
底
が
必
要
で
す
が
､
そ
の
前
に
石
油
ス
ト

_
ブ
や
ガ
ス
の
元
栓
や
火
気
の
始
末
を
忘
れ
ぬ
こ
と

隣
近
所
で
助
け
合
う
こ
と
､
生
活
地
域
の
地
理
を
平

生
か
ら
頭
に
入
れ
て
お
き
'
避
難
場
所
や
そ
こ
へ
の

経
路
を
確
か
め
て
お
-
こ
と
､
持
物
は
最
低
に
し
て

自
動
車
や
荷
物
は
路
上
に
出
し
て
お
か
ぬ
こ
と
'
倒

壊
物
や
落
下
物
に
注
意
す
る
こ
と
目
的
も
な
く
群
集

と
共
に
動
き
回
わ
ら
ぬ
こ
と
､
地
下
街
や
集
団
の
場

所
に
い
た
時
は
出
口
に
殺
到
し
な
い
こ
と
､
な
ど
､

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
｡
し
か
し
要
点
は
非
常
事
態
に

際
し
て
も
､
手
順
よ
-
常
識
的
な
判
断
で
行
動
で
き

る
よ
う
全
員
が
心
掛
け
て
お
-
こ
と
で
し
ょ
う
｡
や

は
り
人
命
の
安
全
､
救
出
が
第
一
条
件
で
あ
り
､
火

災
や
爆
発
や
人
心
の
動
乱
に
よ
る
二
次
的
災
害
を
重

要
視
す
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
｡

(
長
野
県
教
育
セ
ン
タ
ー
)

し
か
し
'
三
十
九
年
六
月
十
六
日
の
新
潟
地
震
の

惨
状
を
見
て
き
た
私
に
は
､
本
格
的
な
震
災
と
は
比

較
に
t
〝
,
J
b
を
い
も
の
を
感
じ
ま
し
た
｡
た
だ
五
年
間

に
及
ぶ
長
期
の
恐
怖
は
松
代
特
有
の
も
の
で
'
住
民

の
か
た
が
た
の
心
理
的
を
不
安
さ
は
推
察
さ
れ
ま
す

新
潟
地
震
は
砿
代
地
裏
の
最
盛
期
を
含
む
十
九
か

月
間
の
六
〇
万
回
分
が
'
一
発
で
や
っ
て
き
た
の
で

す
か
､
ら
'
そ
の
程
度
が
推
定
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
｡

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
に
し
て
七
､
七
で
､
関
東
大
地
寮

が
七
､
九
で
す
か
ら
そ
の
規
模
の
大
き
さ
も
わ
か
り

ま
し
ょ
う
(
第
三
図
)
｡

大
町
極
微
小
地
震

松
代
地
震
の
衰
退
期
に
は
､
震
源
の
区
域
は
周
防

に
広
が
り
'
そ
の
う
ち
に
安
曇
地
方
に
も
｢
要
注
意

地
域
｣
と
し
て
の
警
告
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
を
り
ま

し
た
｡
そ
れ
こ
そ
他
人
ご
と
で
は
な
-
在
っ
た
の
で

す
｡
そ
の
前
後
と
し
て
は
､
松
川
村
が
八
九
ミ
リ
メ

る
地
震
研
究
所
の
資
料
を
基
に
し
た
報
道
一
本
に
し

ぼ
り
､
勝
手
な
憶
測
や
推
測
は
遠
慮
し
て
も
ら
う
よ

う
に
し
ま
し
た
｡

正
直
の
と
こ
ろ
､
両
親
が
大
町
に
住
ん
で
い
て
み

れ
ば
､
長
期
に
わ
た
っ
た
り
､
大
き
を
地
震
に
在
ら

な
い
よ
う
祈
る
気
詩
で
し
た
｡
両
親
に
は
地
震
に
際

し
て
の
一
般
的
な
注
意
を
言
っ
て
お
き
ま
し
た
｡
決

し
て
あ
わ
で
を
い
こ
と
､
火
の
始
末
を
し
て
か
ら
落

下
物
に
注
意
し
な
が
ら
外
へ
出
る
こ
と
`
枝
は
す
ぐ

に
飛
び
出
せ
る
階
下
の
部
屋
で
寝
て
い
る
こ
と
'
を

ど
で
し
た
｡
大
き
を
ダ
ム
の
構
築
後
地
麓
の
起
き
た

例
も
あ
り
ま
す
が
､
直
ち
に
黒
四
ダ
ム
に
原
因
の
一

つ
を
も
っ
て
い
く
根
拠
も
あ
り
ま
せ
ん
｡

そ
の
後
の
報
道
は
地
震
研
究
所
一
本
で
行
な
あ
れ

地
元
民
の
過
大
を
不
安
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
李
｣
と

も
な
く
､
四
十
四
年
二
月
初
め
に
は
衰
え
を
み
せ
､

地
震
研
究
所
の
常
駐
所
員
の
か
た
も
引
き
上
げ
て
行

か
れ
ま
し
た
｡
時
々
は
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
四
-
ら
い

の
地
震
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
､
大
地
震
や
長
押

よ
る
予
告
の
例
は
ご
-
希
で
す
｡
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
四
'
五
以
上
の
一
五
〇
〇
例
の
う

ち
四
十
五
が
前
案
を
も
っ
た
に
過
ぎ
ま
せ

ん
｡
し
た
が
っ
て
'
他
の
方
法
で
予
報
の

で
き
な
い
今
日
で
は
､
一
般
に
地
震
は
不

意
に
や
っ
て
く
る
と
み
在
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
｡
天
気
予
報
や
火
山
噴
火
の
予
報
の

困
難
さ
を
み
て
も
､
地
震
の
予
報
は
か
を

り
先
の
こ
と
に
在
り
ま
し
ょ
う
｡

し
か
し
今
日
の
科
学
の
進
歩
の
速
さ
を
考

え
る
と
こ
の
方
面
の
研
究
自
身
も
意
外
に

発
展
す
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
｡
ま
た
､

い
ず
れ
は
地
下
に
貯
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
未
然
に
消
滅
さ
せ
た
り
､
逆

に
動
力
源
と
し
て
利
用
で
き
る
日
も
夢
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
｡
し
か
し
'
現
状
で

は
耐
裏
構
造
物
へ
の
研
究
や
､
地
震
発
生

時
の
防
災
を
完
全
に
す
る
こ
と
で
す
｡
特

に
二
次
的
な
災
害
の
危
険
度
が
'
非
常
に

増
大
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
な
く
で
は

在
ら
な
い
で
し
ょ
う
｡
都
市
と
農
村
と
で

は
､
地
裏
に
際
し
て
の
心
構
え
は
多
少
異

在
る
と
思
い
ま
す
｡
主
要
を
点
を
参
考
ま

で
に
あ
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
｡
あ
あ
て
て

す
ぐ
に
外
へ
飛
び
出
さ
な
い
こ
と
､
初
期
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クマネズミ類の徽型の比膿｡ 1 :こホン塞クマネズミのAホモ塾(2旦-42)､ 2 :ニホン農クマネズミのS

Tホモ型(2旦-12)もよぴ　3:ヨウシュクマネズミ(2旦-純).

日
本
産
ネ
ズ
ミ
類
の
染
色
体
に
よ
る
分
類
㈲

3
`
ア
カ
ネ
ズ
ミ
類

ア
カ
ネ
ズ
ミ
は
日
本
全
国
に
普
通
に
分
布
し
て
い

て
､
低
地
か
ら
低
山
帯
の
疎
林
に
多
い
が
､
少
数
は

高
山
帯
に
ま
で
生
息
す
る
｡
分
類
学
上
意
見
の
分
か

土

屋

公

幸

れ
る
種
類
で
'
日
本
に
は
ア
カ
ネ
ズ
ミ
一
種
の
み
と

す
る
人
と
エ
ゾ
ア
カ
ネ
ズ
ミ
と
ホ
ン
ド
ア
カ
ネ
ズ
ミ

の
二
種
と
す
る
人
が
い
る
｡
最
近
､
今
泉
(
一
九
七

〇
)
は
一
九
六
四
年
の
同
氏
の
論
文
を
も
と
に
し
て

ア
カ
ネ
ズ
ミ
を
エ
ゾ
ア
カ
ネ
ズ
ミ
'
ポ
ン
ド
ア
カ
ネ

ズ
ミ
､
シ
マ
ア
カ
ネ
ズ
ミ
お
よ
び
ミ
ヤ

ケ
ア
カ
ネ
ズ
ミ
の
4
種
に
分
類
し
た
｡

し
か
し
､
染
色
体
を
調
べ
て
み
る
と
､

こ
れ
ら
の
形
態
に
よ
る
分
類
と
は
無
関

係
に
､
本
州
中
部
地
方
を
境
に
し
て
南

北
で
染
色
体
故
の
異
を
る
種
が
分
布
し

て
い
る
こ
と
が
あ
か
っ
た
(
第
三
､
四

囲
)
｡
す
を
わ
ち
､
こ
の
境
界
以
南
に

は
2
語
=
4
6
､
以
北
に
は
2
E
I
I
基
の

染
色
体
数
を
有
す
る
ア
カ
ネ
ズ
ミ
が
分

布
し
て
い
る
｡
ま
た
両
型
の
分
布
の
境

界
地
域
で
は
､
両
型
は
混
棲
し
て
い
る

に
も
か
か
あ
ら
ず
'
自
然
交
雑
に
よ
る

と
思
わ
れ
る
2
日
-
4
7
の
個
体
が
四
七

匹
中
四
匹
採
集
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ

る
｡
こ
の
地
域
以
外
で
は
両
型
は
混
楼

し
て
い
を
い
｡
形
態
分
類
に
よ
れ
ば
伊

豆
大
島
'
新
島
に
シ
マ
ア
カ
ネ
ズ
ミ
が

分
布
し
て
い
る
と
い
う
が
'
そ
れ
ら
の

ア
カ
ネ
ズ
ミ
は
∞
旧
1
-
g
で
あ
る
｡
ま

た
､
隠
岐
､
対
馬
'
屋
久
島
､
種
子
ケ

島
の
シ
マ
ア
カ
ネ
ズ
ミ
は
2
日
=
4
6
で

あ
る
こ
と
か
ら
､
そ
れ
ぞ
れ
本
土
よ
り

渡
っ
た
後
に
､
二
次
的
に
形
態
が
似
た

も
の
と
思
わ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
核

型
に
関
す
る
か
ぎ
り
､
日
本
の
ア
カ
ネ

ズ
ミ
は
2
障
=
4
6
お
よ
び
4
8
の
二
種

に
区
別
す
る
の
か
適
切
と
思
わ
れ
る
｡

ア
カ
ネ
ズ
ミ
の
仲
間
は
従
来
､
我
国

に
は
ア
カ
ネ
ズ
ミ
と
ヒ
メ
ネ
ズ
ミ
の
二

種
が
知
ら
れ
て
い
た
が
'
最
近
､
カ
ラ
フ
ト
ア
カ
ネ

ズ
ミ
が
北
海
道
に
棲
息
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
｡
筆
者
(
第
四
図
)
お
よ
び
早
田
ら
(
一
九
七
〇

)
の
観
察
に
よ
れ
ば
'
カ
ラ
フ
ト
ア
カ
ネ
ズ
ミ
は
個

体
間
で
非
常
に
染
色
体
数
に
振
れ
を
生
じ
2
g
-
4
8

-
g
と
染
色
体
多
望
を
示
す
こ
と
が
分
っ
た
｡
一
方

ヒ
メ
ネ
ズ
ミ
は
し
ば
し
ば
ア
カ
ネ
ズ
ミ
の
幼
獣
と
聞

違
え
ら
れ
る
が
､
両
者
の
核
型
は
明
ら
か
に
異
な
っ

て
い
る
(
第
四
図
)
｡
　
す
を
わ
ち
ヒ
メ
ネ
ズ
ミ
は

2
n
-
4
0
A
+
t
M
+
S
T
I
X
+
A
I
Y
-
4
6
で

あ
る
が
､
ア
カ
ネ
ズ
ミ
で
は
2
日
=
3
4
A
+
L
O
M
+

p
i
x
+
A
I
Y
-
暮
ま
た
は
∞
旧
1
-
∞
∞
>
+
∞
M

+
A
-
X
+
A
I
Y
=
畠
で
あ
る
｡

4
`
ク
マ
ネ
ズ
ミ
類

我
国
に
広
く
分
布
す
る
ク
マ
ネ
ズ
ミ
は
､
今
泉
(

一
九
六
〇
'
一
九
六
七
)
に
よ
れ
ば
二
系
統
が
見
ら

れ
る
と
い
う
｡
一
つ
は
古
く
か
ら
日
本
に
渡
来
し
た

と
思
わ
れ
る
小
型
の
二
ホ
ン
ク
マ
ネ
ズ
ミ
で
あ
り
､

本
州
の
山
間
部
､
日
本
海
側
､
東
北
地
方
な
ど
に
生

息
し
､
他
は
大
型
で
､
ヨ
ウ
シ
ュ
ク
マ
ネ
ズ
ミ
か
ま

た
は
こ
れ
と
二
ホ
ン
ク
マ
ネ
ズ
ミ
と
の
雑
種
で
あ
っ

て
､
こ
ホ
ン
ク
マ
ネ
ズ
ミ
以
外
の
地
域
の
も
の
は
ほ

と
ん
ど
後
者
で
あ
る
と
し
た
｡
と
こ
ろ
が
､
染
色
体

を
調
べ
た
か
ぎ
り
で
は
､
我
国
の
ク
マ
ネ
ズ
ミ
の
染

色
体
数
は
す
べ
て
2
檀
=
4
2
で
あ
る
｡
ヨ
ウ
シ
ュ
ク

マ
ネ
ズ
ミ
の
染
色
体
数
は
2
_
っ
=
3
8
で
そ
の
核
型
は

明
ら
か
に
二
ホ
ン
ク
マ
ネ
ズ
ミ
と
異
を
り
(
第
五
図

)
'
両
種
の
雑
種
は
染
色
体
教
が
∞
臼
=
さ
で
あ
る

(
吉
田
-
ら
､
一
九
六
九
)
｡
こ
の
こ
と
か
ら
形
態
に

基
ず
く
分
類
か
ら
得
ら
れ
た
ヨ
ウ
シ
ュ
ク
マ
ネ
ズ
ミ

が
我
国
に
も
分
布
し
､
し
か
も
雑
稲
を
作
っ
て
い
る

と
い
う
推
論
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と

が
出
来
る
｡
ま
た
染
色
体
数
2
旧
-
4
2
の
ク
マ
ネ
ズ

ミ
に
は
､
常
染
色
体
の
第
一
染
色
体
に
多
型
が
あ
っ

て
(
吉
田
､
ら
､
一
九
六
五
)
､
A
ホ
モ
と
S
T
ホ
モ

お
よ
び
A
/
s
T
ヘ
テ
ロ
の
三
型
が
い
る
｡
こ
れ
ら

の
染
色
体
多
型
の
分
布
を
調
べ
て
み
る
と
､
山
陰
へ

日
本
海
側
の
中
部
地
方
､
東
北
お
よ
び
北
海
道
に
は

A
ホ
モ
の
個
体
だ
け
が
分
布
し
て
い
る
｡
そ
し
て
そ

れ
以
外
の
地
域
に
は
､
染
色
体
多
型
を
有
す
る
集
団

が
分
布
し
て
い
る
｡
筆
者
は
､
始
め
に
A
ホ
モ
の
染

色
体
を
も
っ
た
体
の
小
さ
な
こ
ホ
ン
ク
マ
ネ
ズ
ミ
が

広
く
分
布
し
て
お
り
､
次
に
朝
鮮
半
島
か
､
よ
り
高

の
陸
橋
を
経
由
し
て
s
T
ホ
モ
あ
る
い
は
A
/
s
T

の
染
色
体
を
有
す
る
大
型
の
ク
マ
ネ
ズ
ミ
が
侵
入
し

た
が
､
山
脈
に
阻
ま
れ
て
日
本
海
側
､
東
北
地
方
お

よ
び
北
海
道
に
は
分
布
を
扱
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
'

そ
れ
以
外
の
地
域
で
は
A
ホ
モ
の
個
体
を
駆
迷
し
た

か
､
ま
た
は
交
雑
し
て
染
色
体
多
型
と
い
う
形
で
安

定
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
｡
従
来
ク
マ
ネ
ズ
ミ
は

人
間
と
共
に
非
常
に
良
く
移
動
す
る
動
物
で
あ
る
と

言
わ
れ
て
来
た
が
､
染
色
体
の
調
査
結
果
か
ら
は
､

我
国
の
ク
マ
ネ
ズ
ミ
の
分
布
状
態
は
､
か
な
り
自
然

を
分
布
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

以
上
､
現
在
研
究
中
の
仕
事
の
断
片
を
紹
介
し
た

が
､
ネ
ズ
ミ
類
の
分
類
を
考
察
す
る
際
に
､
染
色
体

が
非
常
に
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
､
今
後

さ
ら
に
研
究
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
｡

=
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(
国
立
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前
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十
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二
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本
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第
2

図
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4
､
ト
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