
地

球

ふ
｡噴

火
口
を
下
-
中
庸
よ
-
南
東
を
望
め
ば
孤
島
も
中

ノ
基
､
鶴
江
量
の
三
轟
を
認
め
得
る
｡
政
等
の
壷

地
-

又
授
盆
の
加
-
屈
牢
で
森
称
を
以
て
被
覆
せ
ら
れ
其
の

閥
に
杉
垣
を
班
し
た
購
相
良
が
あ
-
其
の
他
､
馬
鈴
薯

甘
薯
.
大
豆
､
小
豆
'
大
根
等
を
栽
培
し
た
朗

]･o
あ
-

斯
か
る
稿
平
の
姦

地
は
就
地
方
の
方
言
で
は
之

空
盤
古

弼
す
る
ビ
厚
東
底
は
語
ら
れ
た
.
之
れ
又
凡
て
玄
武
岩

基
地
で
あ
る
｡

斯
-
の
如
-
荻
地
方
は
玄
武
栗
が
甚

だ豊
富
で
あ
る

か
ら
従
っ
て
之
れ
を
石
材
ビ
し
石
垣
士
董
石
等
に
使
用

す
る
も
の
甚
だ
多
-
患
都
焼
山
紳
憩
を
配
れ
る
奮
城
地
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四
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暦
､
堀

内

附
鑑
の
葛
藩
士
邸
の
石
垣
等
は
殆
ん
で
凡

て
盈
色
の
玄
武
岩
を
用
ひ
基
魔
に
荻
特
有
の
文
字
通
-

の
地
方
色
が
現
れ
て
属
-
ブ
-
エ
ソ
が

｢
俳
蘭
簡
閲
民

史
｣
中
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俳
蘭
固
人
文
地
理
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D
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T
oits
中
に
述
べ
た
様
な
事
が
金
-
､虚

構
で
な

い
事
を

鮎
国
か
せ
る
の
で
あ
る
｡

欄
撃
す
る
に
轄
み
往
年
終
日
尭
内
の
算
を
}J
ら
れ
蔑

多
の
数
示
を
賜
は
-
又
深
憂
荻
埠
衝
に
余
を
見
遮
ら
れ

光
る
厚
東
晒
二
流
の
厚
意
に
射
し
探
甚
の
謝
意
を
衷
す

る
O
(
7九
二
五
｡八
･四
)

地
理
散
財

/̂)
し
て

の
地
形
固

(十
善

寒

風

山

陸
地
測
最
都
立
甫
分
ノ
.i
男
鹿
畠

1
廉
｢
醇
川
｣
同
五

耽
｢
日
′賀
｣右
の
二
葉
の
地
形
岡
を
蓮
r･1,%
れ
ば
歌
田
螺
の

男
鹿
寧
島
の
地
観
ど
な
る
｡

男
鹿
寧
島
は
元
雑
は
島
で

あ
っ
た
が
二
っ
の
砂
洲
で
陸
地
に
飴
ば
れ
た
-
の
で
其



問
に
は
八
郎
潟
tよ
る
本
州
虫
大
の
潟
湖
が
抱
か
れ
て
ゐ

る
｡
此
地
形
は
尊
者
の
ト
ン
ボ
p
と
郡
す
る
･も
の
に
近

い
が
私
共
は
典
麗
芋
島
式
の
砂
洲
4,J
呼
び
た
い
O
和
州

江
の
島
は

T
の
秒
洲
で
結
ば
れ
た
形
式
で
江
の
島
式
砂

洲
ビ
呼
ぶ
t.(
き
で
あ
ら
-
O

男
鹿
半
島
を
遠
望
す
れ
ば
二
の
粕
隆
起
し
た
山
が
あ

る
0
地
形
園
に
此
を
求
む
れ
ば
束
な
る
は
塞
凪
山
で
酉

な
る
は
男
鹿
山
で
あ
る
O
此
二
の
-山
を
別
AfJ
し
て
竿
島

は
三
階
段
の
海
蝕
基
地
を
な
し
て
ゐ
る
｡
箱

1
段
の
高

さ
は
車
均
七
十
米
'
質

二
段
は
百
十
米
乃
至
盲
二
十
氷

帯
三
段
は
平
均
百
七
十
米
で
あ
る
が
第
二
第
三
の
高
段

は
両
方
男
鹿
山
の
周
囲
に
教
逢
し
て
他
の
大
部
は
麓

7

段
で
あ
る
｡
此
等
の
毒
地
は
可
な
-
充
分
に
閲
析
せ
ら

れ
て
ゐ
る
事
は

7
日
瞭
然
で
あ
る
｡
た

>
南
岸
の
姦
島

附
鑑
に
は
第

一
段
よ
-
な
は

?
段
低

い
新
鮮
な
こ
こ
十
朱

素
地
が
讃
み
璃
ら
れ
る
｡
牛
島
の
内
で
男
鹿
山
は
敢
高

-
異
山
､
本
山
､
毛
細
山
等
六
百
米
内
外
の
高
距
に
連

し
て
ゐ
る
｡
男
鹿
山
に
源
を
聴
す
る
諮
川
は
北
東
に
流

れ
て
後
略
御
意
p
北
浦
を
洩
る
銀
に
捨
ふ
て
北
開
洗
或

は
南
東
流
し
て
海
に
入
る
の
で
あ
る
が
此
は
地
欝
に
閑

地
税
政
材
93
し
て
の
地
形
固

係
が
あ
る
事
で
北
西
-
淘
兼
の
亜
即
諾
川
に
汝此
角
な
る

腺
は
此
轟
地
を
構
成
す

る
第
三
紀
層
の
走
向
で
あ
る
｡

第
三
紀
膚
は
新
旧
麻
に
敷
け
る
抽
出
の
厨
序
に

1
致
し

小
さ
き
潤
曲
は
別
ビ
し
て
大
膿
に
北
東
に
向
つ
で
罫
傾

斜
を
な
し
て
ゐ
る
.
で
あ
る
か
ら
年
島
の
閥
に
は
育

い

下
僚
の
岩
石
､
束
に
は
新
し
い
上
位
の
栗
石
が
あ
る
｡

も
つ
ど
も
男
鹿
山
の

T
部
に
は
後
に
噴
出
し
た
優
輝
石

安
山
岩
が
現
出
し
て
ゐ
る
｡
第
三
紀
厨
の
上
に
不
整
食

に
水
車
な
洪
積
瀞
が
あ
る
が
此
は
iil
ビ
し
て
岡
の
東
北

方
潟
開
村
方
南
に
費
蓮
し
て
両
紙
地
方
の
洪
粒
倣
基
地

}J
よ
-
似
た
四
十
米
ほ
ざ
の
基
地
を
な
し
て
ゐ
る
｡

患
風
山
は
火
山
で
あ
っ
て
紫
蘇
輝
石
安
心
忍
よ
り
な

っ
て
ゐ
る
｡
此
火
山
は
甚
小
さ
-
て
高
さ
も
係
か
三
富

五
十
四
米
で
あ
る
上
に
金
山
奈
良
三
笠
山
よ
も
も
美
し

い
芝
山
で
河
鹿
で
も
歩
け
る
か
ら
火
山
の
形
態
概
念
を

得
る
に
は
も
っ
て
こ
い
で
あ
る
｡
私
は
寒
風
山
は
火
山

の
模
型
だ
三
百
ひ
た
い
｡
地
閲
で
見
る
DJ
頂
上
の
酉
に

庇
雀
七
官
米
ほ
ざ
の
境
涯
な
噴
火
口
が
簡
み
得
ら
れ
る
.

基
中
央
部
は
低
草
花
中
央
火
口
丘
を
な
し
て
ゐ
る
O
此

大
火
口
の
南
に
は
も
つ
旦
向
い
所
に
完
全
な
園

い
小
さ

三言

五
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球

い
欝
二
の
噴
火
口
を
認
め
得
ら
れ
る
.
寒
風
山
は
前
記

の
七
十
米
か
ら
四
十
兼
の
蔓
地
の
上
に
き
ち
ん
ど
の
っ

て
ゐ
て
金
-
狗
ま
し
た
火
山
で
あ
る
O
岡
上
で
も
七
十

米
か
ら
八
十
米
以
上
で
不
規
則
な
凹
凸
が
あ
る
鹿
傾
斜

し
た
平
た
い
裾
野
状
の
土
地
'
滑
な
等
高
線
を
も
つ
も

っ
-
-
5,J
し
た
隆
起
部
等
の
含
ま
れ
る
地
域
を
頂
上
を

中
心
ビ
し
て
織
に
帝
を
引
い
て
園
め
ば
賓
地
踏
査
の
地

質
岡
で
紫
蘇
輝
石
安
山
岩
ビ
着
色
す

べ
き
屈
域
ビ
大
略

一
致
す
る
の
で
あ
る
｡
塞
風
山
の
周
囲
に
は
海
蝕
基
地

は
刻
ま
れ
て
層
汀
6
い
｡
此
は
此
火
山
の
噴
出
が
此
等
の

海
蝕
の
時
期
よ
-
新
し
い
故
で
な
-
で
は
な
ら
ぬ
｡
糖

川
は
東
北
地
方
日
本
海
側
に
於
け
る
最
良
港
で
あ
る
｡

そ
れ
は
男
鹿
島
の
兼
南
面
に
任
し
て
北
'
酉
'
の
風
浪

を
避
け
得
ら
る
ヽ
故
で
あ
る
｡
秋
田
塀
は
南
の
風
を
も

防
い
で
完
金
程
港
ど
な
す

べ
-
根
ノ
崎
よ
り
東
に
突
出

す
る
防
波
堤
を
築
造
中
で
そ
の
工
事
は
八
分
通

-
出
水

上
っ
た
｡
か
ゝ
る
良
港
で
あ
る
が
東
北
地
方
の
産
業
不

振
の
故
に
未
だ
あ
ま
-
有
数
に
利
用
さ
れ
て
ゐ
な
い
｡

今
日
で
は
北
弾
道
石
衣
の
小
移
入
が
あ

る
だ

け
で
あ

る
0
以
上
の
他
に
讃
岡
上
注
意
す

べ
-
事
項

は大
略
次

鰐

川
魯

筋
田
鶴

三

品

五
四

の
加
-
で

あ

る

｡

7
.
南
岸
に
椿
さ
い
ふ
地
名
が
あ
る
.
椿
の
自
生
の
北

限
で
航
物
塾
上
の
天
然
記
念
物
の
あ

る
土

地
で
あ

る

〇

二
'

脇
本
柑
よ
b
兼
の
砂
洲
上
に
奉
行
に
走
を
砂
丘
ビ

沼
地
の
地
形
｡
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目
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潟
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質
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日
潟
の
図

-
形
な
凹
地
.
此
は
マ
ー
ル
に
近
い
も
の
で
其
周
園
に

は
噴
出
し
た
軽
石
砂
が
-
づ
高
-
堆
積
し
て
ゐ
る
｡

ニ

ー
ル
AjJ
は
火
山
活
動
の
初
期
爆
健
が
鉢
状
の
穴

.f}
な
っ
て
残
っ
た
も
の
で
あ
る
)
(横
山
)

編

輯

便

り

火
山
親
せ

し
て
倍
大
教
わ
出
す
規
定
で
あ
り
鼓
し
i
iが
出
版
替
凍
り
都

合
で
､
替
迫
親
犬
に
し
ま
L
ii
が
､
問
版
妹
に
宋
部
帝
図
大
幾
教
授
川
村

多
兜
二
氏
の
聴
解
棲
鳥
火
山
の
油
紛
払
多
色
刷
に
し
て
谷
頭
み
飾
る
=
せ

り
出
水
i1
り
代
講
脅
せ
共
に
綿
密
の
富
に
域

へ
ぬ
所
で
あ
り
ま
す
｡
動
物

薬
替
り

へ
タ
ケ
ル
が
嗣
洋
J,仲
放
し
て
措
い
た
美
し
い
色
の
-

規
準
潜
り

排
紙
TJ
自
然
野
塔
静
の
倣
放
1J
和
紙
リ
交
ぜ
ii
ブ
ラ
シ
ユ
り
跡
を
質
で
ii

私
共
に
は
同
じ
鋤
伸
環
潜
で
あ
り
白
状
替

輿
者
で
あ
る
川
村
氏
句
快
い
柵

銘
で
煙
火
彼
ら
棚
島
の
形

態
.1
つ
き
ー
弟
せ
貨
jyJ
も
併
せ
て
知
る
こ
'J
が

川
氷
･u
L
t
O
稚
緋紺
の
惇
-
な
か
つ
L
L
御
断
り
な
か
れ
て
聞
版
に
つ
い
て

山
･首
L
･ま
で
0


