
 
  

 

             

こ
の
度
、
当
山
に
お
き
ま
し
て
老
朽
化

し
た
書
院
を
新
築
す
る
に
あ
た
り
、
山
あ

り
谷
あ
り
の
中
で
檀
信
徒
の
心
温
か
い

支
援
を
い
た
だ
き
、
一
年
有
余
を
か
け
て

完
成
い
た
し
ま
し
た
。 

 

老
朽
化
し
た
書
院
は
一
七
七
〇
年
（
明

和
七
年
）
に
造
り
酒
屋
を
移
築
し
た
建
物

と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ご
縁

あ
っ
て
寺
院
建
築
に
長
け
て
い

る
、
天
峰
建
設
に
現
場
調
査
を
依

頼
し
た
結
果
、
長
い
間
の
湿
気
や

白
蟻
等
に
よ
る
腐
敗
が
激
し
く
、

建
っ
て
い
る
こ
と
す
ら
不
思
議
で
、
改
修
も
困
難

で
あ
る
と
い
う
報
告
を
受
け
ま
し
た
。
住
職
は
た

だ
ち
に
総
代
会
、
世
話
人
会
を
開
催
し
、
調
査
の

結
果
を
報
告
し
協
議
し
た
結
果
、
現
場
調
査
報
告

会
を
開
催
し
て
檀
信
徒
の
皆
様
方
と
共
に
、
今
後

ど
の
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
か
を
協

議
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

 

平
成
一
八
年
に
本
堂
屋
根
葺
き
替
え
、
堂
内
改

修
工
事
に
併
せ
て
書
院
の
新
築
を
提
案
し
ま
し
た

が
財
政
的
な
面
を
考
え
、
檀
信
徒
へ
の
負
担
も
重

く
な
り
時
期
尚
早
と
い
う
こ
と
で
、
屋
根
瓦
葺
き

替
え
・
堂
内
改
修
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し

住
職
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
長
年
の
懸
案
事
項
で

あ
り
、
近
い
将
来
に
は
と
い
う
檀
信
徒
の
願
い
を

実
現
す
る
た
め
に
も
、
諸
堂
の
整
備
、
境
内
の
整

備
と
住
職
自
ら
手
本
と
な
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り

ま
し
た
。 

平
成
六
年
に
位
牌
堂
・
開
山
堂
の
新
築
以
後
、
歴

代
住
職
の
墓
地
改
修
、
鐘
楼
堂
新
築
、
仁
王
門
の

新
築
、
総
門
の
改
築
、
参
道
拡
張
工
事
等
と
檀
信

徒
の
協
力
を
得
て
矢
継
ぎ
早
に
進
め
て
ま
い
り
ま

し
た
。
自
ら
時
に
は
庭
師
、
山
林
労
務
者
と
誠
心

誠
意
務
め
、
檀
信
徒
と
垣
根
の
な
い
姿
勢
を
心
の

拠
り
所
と
し
て
精
進
、
精
進
の
日
々
で
し
た
。
押

し
寄
せ
る
高
齢
化
社
会
の
対
応
、
世
代
交
代
、
寺

離
れ
が
加
速
す
る
今
の
世
、
財
政
的
に
も
大
変
困

難
な
時
期
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
思
う
こ
と
で
す
。

総
代
、
世
話
人
会
に
て
将
来
の
寺
院
の
在
り
方
、

会
館
の
必
要
性
を
説
き
協
力
を
お
願
い
し
た
結
果
、

書
院
（
仮
称 

檀
信
徒
会
館
）
建
設
準
備
委
員
会

の
設
立
と
新
築
に
向
け
て
準
備
を
整
え
檀
信
徒
総

会
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
総
会
に
お
い
て
は
新

築
賛
成
、
反
対
、
な
ぜ
必
要
か
、
現
在
の
建
物
で

は
だ
め
か
、
改
修
し
た
ら
、
も
っ
と
安
く
な
ら
な

い
か
、
も
っ
と
規
模
を
縮
小
し
た
ら
ど
う
か
と
、

多
種
多
様
な
意
見
が
出
て
山
あ
り
谷
あ
り
の
檀
信

徒
総
会
で
し
た
。
住
職
曰
く
「
今
や
ら
ず
し
て
い

つ
や
る
。
住
職
に
つ
い
て
き
な
さ
い
。
後
代
の
た

め
に
も
心
一
つ
に
し
て
実
現
し
ま
し
ょ
う
。
住
職

も
丸
裸
に
な
り
ま
す
よ
。」
と
。
そ
し
て
檀
信
徒
会

館
を
葬
儀
、
法
事
等
に
檀
信
徒
の
皆
様
に
大
い
に

活
用
し
て
い
た
だ
き
、
開
放
さ
れ
た
寺
院
と
し
て

運
用
し
て
い
く
方
針
を
き
め
細
か
く
説
明
し
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
多
く
の
賛
同
協
賛

を
得
て
完
成
の
日
を
迎
え
た
訳
で
す
。 

 

檀
信
徒
会
館
建
設
に
あ
た
り
、
人
と
人
の
出
会

い
で
貴
き
縁
を
い
た
だ
き
、
そ
の
縁
も
波
紋
の
よ

う
に
広
が
っ
て
い
く
も
の
で
す
。
何
年
か
前
に
現

代
の
名
工
と
い
わ
れ
る
天
峰
建
設
社
長 

澤
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哲
氏
と
出
会
い
、
社
長
の
寺
院
建
築
に
対
す
る
姿

勢
、
こ
と
の
ほ
か
自
信
に
満
ち
た
話
を
聞
き
、
こ

の
社
長
に
か
け
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の

社
長
な
ら
き
っ
と
後
世
に
残
る
建
物
が
で
き
る
だ

ろ
う
と
い
う
願
い
を
込
め
、
幾
多
の
工
事
を
依
頼

し
寺
院
と
し
て
の
風
格
を
築
い
て
い
た
だ
き
、
こ

の
度
は
更
に
平
成
の
大
事
業
と
し
て
檀
信
徒
会
館

建
設
に
携
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
社
長
と
大

工
や
他
の
職
人
と
の
信
頼
関
係
が
蓄
積
さ
れ
て
お

り
、
天
峰
建
設
は
安
い
、
高
い
は
と
も
か
く
、
檀

信
徒
の
皆
様
に
「
天
峰
建
設
で
よ
か
っ
た
」
と
い

わ
れ
る
よ
う
を
常
に
念
頭
に
お
き
、
卓
越
し
た
力

量
と
高
度
な
技
術
を
万
遍
な
く
発
揮
し
て
、
建
設

に
邁
進
す
る
師
弟
の
姿
に
心
を
打
た
れ
ま
し
た
。

今
回
の
檀
信
徒
会
館
建
設
に
あ
た
り
社
長
に
「
和

尚
を
男
に
し
て
く
れ
」
と
た
だ
一
言
、
建
設
費
が

高
い
安
い
と
言
っ
て
は
天
峰
建
設
を
指
名
し
た
意

味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
お
互
い
に
貴
き
縁
を
い
た
だ

き
結
ば
れ
、
建
設
に
携
わ
る
多
く
の
職
人
さ
ん
と

の
出
会
い
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

熟
練
し
た
棟
梁
、
若
き
棟
梁
と
差
別
せ
ず
に
職
人

気
質
に
惚
れ
る
こ
と
が
大
切
と
痛
感
し
た
次
第
で

あ
り
ま
す
。 

 

完
成
し
た
檀
信
徒
会
館
内
部
の
材
質
は
総
檜
、

特
に
建
具
材
、
天
井
板
、
羽
目
板
と
い
た
る
と
こ

ろ
ま
で
境
内
の
杉
材
を
利
用
し
て
い
た
だ
き
、
工

夫
を
こ
ら
し
た
寺
院
建
築
に
ふ
さ
わ
し
い
造
り
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
杉
材
は
い
つ
か
利
用
す
る
と
き

が
来
る
と
社
長
よ
り
指
導
を
い
た
だ
き
、
十
年
程

前
か
ら
計
画
的
に
伐
採
し
て
、
本
堂
の
床
下
に
保

管
し
て
い
た
も
の
で
す
。
内
覧
会
の
日
、
檀
信
徒

の
皆
様
か
ら
「
方
丈
さ
ん
無
垢
の
木
の
香
り
が
漂

い
素
晴
ら
し
い
建
物
で
よ
か
っ
た
で
す
ね
。
方
丈

さ
ん
も
満
足
で
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
、「
皆
様
方
の

お
か
げ
で
す
。
あ
り
が
と
う
」
と
た
だ
手
を
合
わ

す
内
覧
会
の
一
日
で
し
た
。 

寺
院
の
諸
堂
整
備
、
境
内
整
備
に
携
わ
っ
て
四

〇
年
で
体
得
し
た
こ
と
は
寺
院
は
百
年
、
二
百
年

と
、
三
百
年
と
歴
史
を
刻
む
も
の
で
、
縁
を
い
た

だ
い
た
人
々
と
共
に
誇
り
を
持
っ
て
何
事
に
も
邁

進
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
諸
堂
等
を
新
築
、
改
築
に

多
大
な
費
用
が
必
要
な
た
め
、
落
穂
ひ
ろ
い
の
気

持
ち
で
計
画
を
立
案
し
て
自
ら
実
践
し
て
い
く
姿

勢
、
そ
し
て
振
り
向
か
れ
る
寺
院
で
あ
れ
と
願
う

も
の
で
あ
り
ま
す
。 

最
後
に
よ
き
縁
を
い
た
だ
き
、
互
い
に
惚
れ
て
惚

れ
ら
れ
て
後
世
に
残
る
、
輝
か
し
き
檀
信
徒
会
館

が
で
き
て
良
か
っ
た
と
、
檀
信
徒
共
に
関
係
各
位

に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。 

   
 

浜
松
市
北
区
の
竹
林
寺
様
（
曹
洞
宗
・
桐
畑
龍

雄
住
職
）
で
は
八
月
五
日
に
書
院
の
上
棟
式
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
五
日
間
の
建
て
方
の
工
事
中

は
猛
暑
続
き
で
大
変
で
し
た
が
、
無
事
に
上
棟

式
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
来
年
の
三
月

に
は
ボ
ル
ト
を
使
わ
な
い
石
場
建
て
と
い
う
昔

な
が
ら
の
工
法
で
、
本
堂
の
上
棟
式
を
予
定
し

て
い
ま
す
。
皆
様
に
も
是
非
一
度
ご
覧
い
た
だ

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

竹
林
寺
様
書
院
上
棟
式 



「
墓
地
事
情
」 日

本
テ
ン
プ
ル
ヴ
ァ
ン
㈱
井
上
拓
郎 

「
境
内
墓
地
」 

お
盆
も
終
わ
り
、
九
月
は
秋
の
お
彼
岸
の
季
節

で
す
が
、
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
？ 

お
盆
や
お
彼
岸
に
は
、
多
く
の
お
檀
家
さ
ん
が

お
墓
参
り
に
来
る
事
と
思
い
ま
す
が
、
最
近
で
は

昔
な
が
ら
の
境
内
墓
地
に
限
ら
ず
、
永
代
供
養
墓

や
納
骨
堂
、
樹
木
葬
と
い
っ
た
埋
葬
場
所
が
あ
り
、

お
骨
を
納
め
る
先
の
形
態
も
多
種
多
様
化
し
て
き

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
そ
ん
な
墓
地
事
情

に
つ
い
て
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

最
近
お
会
い
し
た
霊
園
関
係
者
、
お
寺
の
住
職
、

石
材
会
社
の
皆
さ
ん
が
口
を
そ
ろ
え
て
、
墓
地
（
墓

石
）
が
増
え
な
い
（
売
れ
な
い
）
と
、
言
わ
れ
ま

す
。
し
か
し
、
墓
所
に
入
る
方
（
埋
葬
を
す
る
方
）

が
減
少
し
た
の
か
と
言
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
厚
生
労
働
省
が
発
表
し
た
統
計
で
は
、
こ

の
先
二
〇
年
～
二
五
年
頃
ま
で
は
、
死
亡
者
数
が

増
加
傾
向
に
あ
り
、
二
〇
四
〇
年
頃
の
ピ
ー
ク
時

の
予
測
死
亡
者
数
は
一
六
〇
万
人
以
上
で
す
。
統

計
学
的
に
は
、
そ
の
頃
ま
で
は
埋
葬
を
す
る
方
が

増
え
る
筈
で
す
。
で
は
ど
う
し
て
墓
所
が
売
れ
な

く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
納
骨
先
の
多
様
化

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
一
昔
前
ま
で
は
、
長
男
が
家

の
墓
を
代
々
受
け
継
い
で
、
菩
提
寺
の
檀
家
と
し

て
お
墓
や
お
寺
を
護
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
最

近
で
は
少
子
高
齢
化
や
核
家
族
化
の
影
響
で
、
そ

の
お
墓
を
受
け
継
ぐ
者
が
途
絶
え
て
し
ま
い
、
無

縁
墓
に
な
っ
て
し
ま
う
数
が
増
え
て
き
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
後
を
継
ぐ
者
が
い
な
い
方

た
ち
が
、
永
代
に
亘
っ
て
供
養
を
し
て
も
ら
う
た

め
に
、
跡
取
り
が
居
な
く
て
も
入
れ
る
納
骨
堂
や

永
代
供
養
墓
の
需
要
が
増
え
て
い
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。 

先
に
述
べ
て
き
た
事
と
矛
盾
す
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、
二
〇
一
四
年
度
の
都
営
霊
園
の
募
集
に

対
す
る
応
募
の
倍
率
は
、
青
山
霊
園
一
四
・
二
倍
、

谷
中
霊
園
一
二
．
九
倍
、
小
平
霊
園
八
．
五
倍
と
な

っ
て
お
り
、
墓
地
使
用
料
も
所
在
地
の
地
価
が
反

映
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
寺
院
墓
地
（
境
内
墓
地
）

の
永
代
使
用
料
よ
り
も
安
い
訳
で
は
な
い
の
に
、

こ
れ
だ
け
の
応
募
が
あ
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
理
由

が
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
立
地
な
の
か
？
管
理
費

の
安
さ
な
の
か
？
宗
派
問
わ
ず
埋
葬
で
き
る
か
ら

な
の
か
？
そ
の
確
た
る
要
因
が
何
な
の
か
判
れ
ば
、

境
内
墓
地
を
求
め
る
方
を
増
や
す
事
が
出
来
る
で

し
ょ
う
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
明
確
な
解
答
は
判

り
ま
せ
ん
。
寺
院
の
あ
る
べ
き
姿
を
護
り
つ
つ
、

新
し
い
事
も
取
り
入
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

「
納
骨
堂
」 

 

納
骨
堂
の
需
要
が
増
え
て
き
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
先
に
も
述
べ
ま
し
た
が
、
こ
の
需
要
は
そ

の
地
域
（
市
区
町
村
） 

の
人
口
に
比
例
す
る 

傾
向
が
あ
り
ま
す
。 

当
然
で
す
が
、
人
口 

が
増
え
て
い
る
東
京 

な
ど
の
都
市
部
で
は
、 

納
骨
堂
の
需
要
も
増
加 

傾
向
に
あ
り
ま
す
。 

最
近
、
東
京
以
外
に
所
在
す
る
ご
寺
院
か
ら
「
東

京
で
新
た
に
納
骨
堂
を
始
め
た
い
」
と
い
っ
た
ご

相
談
が
何
件
か
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
ご
寺
院
は
、

東
京
に
別
院
が
あ
る
訳
で
も
な
く
、
宗
教
施
設
も

な
い
状
況
で
し
た
が
、
需
要
の
あ
る
東
京
で
始
め

た
い
と
の
ご
要
望
で
し
た
。
ち
な
み
に
納
骨
堂
を

新
た
に
新
設
す
る
場
合
、
納
骨
堂
の
経
営
許
可
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
経
営
許
可
は
ご
寺
院
が

市
区
町
村
に
申
請
し
、
許
可
が
お
り
た
場
合
の
み
、

納
骨
堂
使
用
者
の
募
集
が
で
き
る
事
に
な
る
の
で

す
が
、
い
く
つ
か
の
絶
対
条
件
が
あ
り
ま
す
。1

つ

め
は
、
納
骨
堂
を
新
た
に
建
設
す
る
場
所
で
一
定

期
間
の
宗
教
活
動
の
実
態
が
あ
る
事
。
二
つ
め
は
、

事
業
（
納
骨
堂
施
設
建
設
や
設
置
に
係
る
事
業
）

の
自
己
資
本
比
率
（
お
寺
の
費
用
負
担
分
）
が
五

一
％
以
上
で
あ
る
事
。
三
つ
め
は
新
た
に
建
設
す

る
納
骨
施
設
（
建
物
）
が
耐
火
構
造
で
あ
る
事
と

な
っ
て
い
ま
す
。
新
た
に
納
骨
堂
を
建
設
す
る
場

合
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。 



二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
以
降
、
国
内

の
火
山
が
活
発
化
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
人

が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
昨
年
よ
り

噴
火
が
続
い
て
い
る
小
笠
原
諸
島
の
西
之
島
を

テ
レ
ビ
で
見
た
と
き
は
、
遠
い
と
こ
ろ
な
の
で

あ
ま
り
身
近
に
感
じ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
す

が
、
昨
年
の
御
嶽
山
の
噴
火
で
は
多
く
の
方
が

犠
牲
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
御
嶽
山
は
年

間
の
登
山
者
数
が
一
〇
万
人
と
い
わ
れ
、
大
勢

の
登
山
者
に
親
し
ま
れ
て
い
る
山
で
す
。
そ
し

て
八
月
一
五
日
に
は
鹿
児
島
県
の
桜
島
の
噴
火

が
活
発
に
な
り
、
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
四
に
な
り

ま
し
た
。
ま
た
五
月
二
九
日
に
は
同
じ
く
鹿
児

島
県
の
口
永
良
部
島
が
噴
火
し
、
噴
煙
が
火
口

か
ら
約
一
，
〇
〇
〇
Ｍ
の
高
さ
ま
で
達
し
、
全
島

民
が
避
難
を
し
て
い
ま
だ
に
帰
れ
ず
に
い
ま
す
。

噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
は
五
で
す
。
こ
の
近
く
で
は

観
光
地
と
し
て
年
間
多
数
の
人
が
訪
れ
る
箱
根

も
警
戒
レ
ベ
ル
三
に
な
り
、
い
ま
だ
に
入
山
規

制
が
つ
づ
い
て
い
る
状
態
で
す
。 

 

か
つ
て
は
噴
火
し
て
い
る
火
山
は
「
活
火
山
」
、

噴
火
し
て
い
な
い
火
山
は
「
休
火
山
」「
死
火
山
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
火
山
学
の
分

野
で
は
一
九
五
〇
年
代
か
ら
こ
の
よ
う
な
区
分

は
使
わ
れ
ず
、
将
来
も
噴
火
す
る
可
能
性
の
あ

る
火
山
は
「
活
火
山
」
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
火

山
噴
火
予
知
連
絡
会
は
、
二
〇
〇
三
年
に
「
概
ね

過
去
一
万
年
以
内
に
噴
火
し
た
火
山
お
よ
び
現

在
活
発
な
噴
気
活
動
の
あ
る
火
山
を
活
火
山
」

と
定
義
し
な
お
し
ま
し
た
。
そ
の
定
義
か
ら
い

う
と
現
在
の
日
本
の
活
火
山
は
一
一
〇
に
な
り
、

そ
れ
は
世
界
の
火
山
の
七
％
占
め
て
い
ま
す
。

日
本
の
国
土
は
全
世
界
の
〇
・
二
五
％
の
陸
地

し
か
な
い
の
に
、
七
％
の
火
山
が
に
ほ
ん
に
は

あ
る
の
で
す
。
静
岡
の
近
く
で
は
富
士
山
と
箱

根
山
が
活
火
山
に
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
一
一
〇

の
内
、
四
七
の
火
山
を
常
時
観
測
対
象
の
山
と

し
て
お
り
、
富
士
山
と
箱
根
山
も
常
時
観
測
対

象
の
山
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
地
震
と
火
山
噴
火
は
関
係
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
巨
大
な
地
震
に
よ
っ
て
震
源

域
周
辺
の
地
殻
内
の
応
力
場
が
変
化
し
、
地
殻

内
に
存
在
す
る
マ
グ
マ
だ
ま
り
に
影
響
を
及
ぼ

し
、
火
山
噴
火
を
誘
発
す
る
危
険
性
が
あ
り
ま

す
。
地
震
が
火
山
噴
火
を
誘
発
し
た
例
と
し
て

有
名
な
の
は
、
約
三
〇
〇
年
前
の
宝
永
地
震
（
Ｍ

八
・
六
）
と
富
士
山
宝
永
噴
火
で
す
。
宝
永
地
震

は
一
七
〇
七
年
一
〇
月
二
八
日
、
遠
州
灘
沖
と

紀
伊
半
島
沖
で
同
時
に
発
生
し
た
地
震
で
、
こ

の
四
九
日
後
の
一
二
月
一
六
日
に
富
士
山
が
そ

の
歴
史
の
中
で
最
も
激
し
い
爆
発
的
噴
火
を
お

こ
し
ま
し
た
。
噴
火
は
二
週
間
続
き
火
山
灰
は

関
東
一
円
に
降
り
、
農
作
物
に
多
大
な
被
害
を

も
た
ら
し
ま
し
た
。
ま
た
二
〇
世
紀
最
大
級
の

噴
火
と
い
わ
れ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ピ
ナ
ツ
ボ
火

山
の
噴
火
も
、
そ
の
前
年
の
七
月
一
六
日
に
約

一
〇
〇
キ
ロ
離
れ
た
バ
ギ
オ
付
近
を
震
源
と
し

た
フ
ィ
リ
ピ
ン
地
震
に
誘
発
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。 

 

ま
だ
東
日
本
大
震
災
に
誘
発
さ
れ
た
火
山
噴

火
は
起
こ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
、
世
界
の

例
か
ら
す
る
と
地
震
後
数
年
た
っ
て
か
ら
噴
火

し
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
よ
う
な
の
で
こ
れ
か
ら
も

注
意
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。 

知 っ て 得 す る  活 火 山 の 話 


