
　
は
じ
め
に

　
今
か
ら
二
四
〇
年
ほ
ど
前
の
一
七
八
三
年
（
天

明
三
）、
浅
間
山
が
大
噴
火
し
、
浅
間
山
の
北
麓

に
位
置
す
る
嬬
恋
村
お
よ
び
周
辺
地
域
は
甚
大
な

被
害
を
こ
う
む
り
ま
し
た
。
現
在
、
こ
の
噴
火
活

動
の
自
然
科
学
的
解
明
と
歴
史
学
・
考
古
学
に

よ
る
被
災
の
研
究
が
進
み
、
一
言
で
火
山
噴
火
と

い
っ
て
も
多
様
な
現
象
が
あ
り
、
そ
の
災
害
は
多

方
面
に
わ
た
り
甚
大
で
あ
っ
た
こ
と
、
現
地
の
人

び
と
は
救
済
に
尽
力
し
被
災
を
乗
り
越
え
、
復
興

し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
ま
し
た
。

　
近
年
、
日
本
列
島
で
は
、
火
山
噴
火
は
も
と
よ

り
地
震
や
集
中
豪
雨
な
ど
が
頻
発
し
、
自
然
災
害

に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の
か
、
ま
た
災
害
後
の

救
助
と
復
興
を
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
う
か
が
大
き

な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
か
つ
て
浅
間
山
大
噴
火
で
、
実
際
に
ど
の
よ
う

な
災
害
が
起
こ
っ
た
の
か
、
被
災
を
ど
の
よ
う
に

乗
り
越
え
、
語
り
継
ぎ
、
復
興
し
て
き
た
の
か
を
、

み
な
さ
ん
と
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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Ⅰ
嬬
恋
村
と
浅
間
山

　
嬬つ
ま

恋ご
い

村
は
、
南
に
浅
間
山
、
西
に
四あ
ず

阿ま
や

山さ
ん

、
北
に
草
津
白し
ら

根ね

山さ
ん

と
三
方
を
標
高

二
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
山
々
に
か
こ
ま
れ
た
、
群
馬
県
西
端
に
あ
る
高
原
の

村
で
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
山
裾
が
重
な
る
村
の
中
央
部
に
は
、
長
野
県
境
の
鳥
居
峠
近
く
の
田

代
に
源
を
発
す
る
吾あ

が

妻つ
ま

川が
わ

が
、
山
々
か
ら
小
河
川
を
集
め
て
東
流
し
て
い
き
ま
す
。

そ
の
流
れ
は
途
中
、
長
野
原
町
の
八や

ッん

場ば

ダ
ム
、
そ
の
先
、
東
吾
妻
町
に
ま
た
が
る

吾
妻
渓
谷
を
通
り
、
渋
川
市
で
利
根
川
と
合
流
し
ま
す
（
延
長
七
六
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
）。

　
村
の
人
口
は
約
九
千
人
、
お
も
な
居
住
域
は
標
高
八
〇
〇
か
ら
一
二
〇
〇
メ
ー
ト

ル
の
高
地
に
あ
り
、
平
均
気
温
は
八
度
前
後
と
北
海
道
札
幌
市
に
気
象
環
境
が
近
い

村
で
す
。
村
の
三
分
の
二
が
上
信
越
高
原
国
立
公
園
に
含
ま
れ
て
い
る
嬬
恋
村
は
、

豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
観
光
地
で
あ
る
と
と
も
に
、
豊
か
な
大
地
で
育
て
上
げ
ら

れ
る
高
原
野
菜
の
産
地
と
し
て
発
展
を
続
け
て
い
ま
す
。

　
こ
の
嬬
恋
村
の
鎌か

ん

原ば
ら

地
区
（
旧
鎌
原
村
）
は
、
一
七
八
三
年
（
天
明
三
）
に
、
浅

間
山
大
噴
火
に
よ
り
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
場
所
で
す
。
し
か
し
、
生
き
残
っ
た

村
の
人
び
と
は
悲
し
み
を
乗
り
越
え
、
団
結
し
て
、
村
を
復
興
さ
せ
て
き
ま
し
た
。

高
原
の
村
・
嬬
恋
村

01

●浅間山と嬬恋村
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Ⅰ
嬬
恋
村
と
浅
間
山

そ
し
て
東
に
な
だ
ら
か
な
裾
野
が
伸
び
て
、
そ
の
端
に
ぴ
ょ
こ
ん
と
小
浅

間
山
の
稜
線
が
見
わ
た
せ
ま
す
。
そ
の
景
観
は
、
頭
を
西
に
し
た
巨
大
な

観
音
様
が
天
を
仰
ぐ
堂
々
た
る
姿
に
な
ぞ
ら
え
て
、「
寝
観
音
」
と
呼
ば

れ
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
浅
間
火
山
の
噴
火
と
崩
壊
の
活
動
史
に
よ
り
つ
く
ら
れ
た
浅

間
北
面
山
麓
は
、「
鎌か

ん

原ば
ら

平だ
い
ら」
と
も
呼
ば
れ
る
、
な
だ
ら
か
で
広
い
裾
野

の
台
地
を
形
成
し
て
い
ま
す
。

　
浅
間
山
（
標
高
二
五
六
八
メ
ー
ト
ル
）
は
今
で
も
た
び
た
び
噴
煙
を
あ

げ
る
活
発
な
活
火
山
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
場
所
で
噴
火
活
動

を
く
り
返
し
て
火
山
体
が
形
づ
く
ら
れ
る
「
複
成
火
山
」
と
呼
ば
れ
る
火

山
で
す
。

　
こ
の
地
に
は
も
と
も
と
一
〇
万
年
前
に
は
黒く

ろ

斑ふ

火
山
と
い
う
大
き
な
火

山
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
二
万
四
〇
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
山
体
崩
壊
を
お

こ
す
大
規
模
な
噴
火
活
動
が
あ
り
、
周
囲
に
広
大
な
山
裾
や
泥
流
丘
と
呼

ぶ
流
れ
山
を
つ
く
り
ま
し
た
。
山
体
崩
壊
の
跡
が
現
在
の
浅
間
山
の
西
側

に
黒
斑
山
と
い
う
名
前
の
外
輪
山
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
東
側

で
は
二
万
〜
一
万
三
〇
〇
〇
年
前
に
仏
岩
火
山
の
活
動
で
小
浅
間
山
と
い

う
溶
岩
ド
ー
ム
が
で
き
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
活
動
を
続
け
て
成
長
し
た
の
が
前ま

え

掛か
け

火
山
、
現
在
の
い
わ
ゆ

る
「
浅
間
山
」
で
す
。
日
本
の
代
表
的
な
活
火
山
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ

る
火
山
で
、
天
明
三
年
の
噴
火
は
関
東
地
方
周
辺
で
起
こ
っ
た
大
規
模
な

噴
火
の
中
で
は
最
も
新
し
い
事
例
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
嬬
恋
村
か
ら
南
を
望
む
と
、
西
に
黒
斑
山
、
真
ん
中
に
浅
間
山
、

浅
間
山

02

●嬬恋村から見た浅間山
　右手（西）から黒斑山、浅間山、小浅間山と続く稜線はまさに「寝観音」です

●上空より見た浅間山（北東より）
　火口右手に山の残がいのように見えるのが黒斑山。現在活動中の火山
は前掛火口と呼ばれています
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Ⅱ
天
明
三
年
の
浅
間
山
大
噴
火

江
戸
や
銚
子
に
も
達
し
た
と
い
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
時
の
噴
火
活
動
は
つ
ぎ
の
噴
出
物
と
現
象
か
ら
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
①
吾
妻
火
砕
流
　
八
月
四
日
夜
か
ら
翌
朝
に
か
け
て
噴
煙
柱
を
と
も
な

う
最
大
規
模
の
噴
火
で
発
生
し
た
火
砕
流
。
幾
重
に
も
流
れ
が
あ
り
、
そ

の
痕
跡
は
火
口
か
ら
扇
形
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
人
家
が
あ
る
と
こ
ろ
ま

で
は
到
達
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
火
砕
流
に
の
み
込
ま
れ
た
樹
木
の
痕
跡
が

「
浅
間
山
熔
岩
樹
型
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
②
土
石
な
だ
れ
　
発
生
場
所
は
現
在
の
鬼お

に

押お
し

出だ

し
園
付
近
と
考
え
ら
れ

て
お
り
、
最
近
の
研
究
で
は
、
火
砕
流
で
は
な
く
、
噴
火
に
よ
り
既
存
の

土
砂
が
地
滑
り
の
よ
う
な
形
で
流
れ
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
③
鬼
押
出
し
溶
岩
　
非
常
に
ゆ
っ
く
り
と
火
口
か
ら
斜
面
を
流
れ
下
っ

た
溶
岩
で
、
②
土
石
な
だ
れ
で
土
砂
が
抜
け
た
窪
地
を
埋
め
て
、
そ
の
痕

跡
を
隠
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
④
天
明
泥
流
　
②
土
石
な
だ
れ
は
鎌
原
村
を
埋
め
た
だ
け
で
な
く
、
吾

妻
川
上
流
側
か
ら
大
堀
沢
〜
小こ

宿や
ど

川が
わ

間
約
六
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲

で
吾
妻
川
に
流
れ
込
み
、
天
明
泥
流
と
し
て
流
れ
下
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
⑤
降
灰
　
お
も
に
東
南
東
方
向
、
軽
井
沢
か
ら
高
崎
、
そ
し
て
江
戸
方

面
の
広
範
囲
に
、
軽
石
と
火
山
灰
が
大
量
に
降
り
ま
し
た
。
降
灰
の
被
害

は
当
時
の
中か

な

山せ
ん

道ど
う

沿
い
と
重
な
り
ま
す
（
21
頁
の
図
参
照
）。

　
天
明
三
年
の
浅
間
山
の
噴
火
活
動
は
五
月
に
始
ま
り
、

八
月
五
日
の
大
噴
火
に
い
た
る
三
カ
月
に
お
よ
ぶ
も
の
で

し
た
。

　
五
月
八
日
（
旧
暦
四
月
八
日
）
に
鳴
動
と
複
数
方
向
へ

の
降
灰
を
く
り
返
し
、
八
月
二
〜
四
日
（
旧
暦
七
月
五
〜

七
日
）
の
連
続
し
た
活
発
な
噴
火
活
動
に
推
移
し
、
東
南

東
方
向
に
大
量
の
軽
石
と
火
山
灰
を
降
下
さ
せ
ま
し
た
。

そ
し
て
四
日
夜
か
ら
翌
早
朝
に
噴
煙
柱
を
と
も
な
う
最
大

規
模
の
噴
火
が
あ
り
、
火
砕
流
や
お
び
た
だ
し
い
降
下
物

を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
安
山
岩
質
の
マ
グ
マ
〇
・
五
立
方

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
が
噴
出
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
八
日
午
前
に
は
、
浅
間
山
の
北
麓
で
爆
発
音
と

と
も
に
「
土
石
な
だ
れ
」
が
発
生
し
、
土
砂
は
群
馬
側
へ

流
れ
下
り
、
鎌
原
村
を
埋
没
さ
せ
、
吾
妻
川
に
流
れ
込
み

ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
土
砂
は
「
天
明
泥
流
」
と
化
し

て
吾
妻
川
を
一
気
に
流
れ
下
り
、
利
根
川
へ
も
流
れ
込
み
、

噴
火
の
実
相

03

●「天明三年浅間山噴火現象の推移」（嬬恋郷土資料館プロジェクションマッピング）
　紫色が吾妻火砕流、黄色が土石なだれ、橙色が鬼押出し溶岩、緑色が天明泥流です ●天明三年浅間山（前掛山）大噴火の現象
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