
本
触
轟
に
入
､=,ー
陸
戦
は
安
東
膳
か
ら
旅
順
に
至
る

一
線
を
成
し
た
正
面
を
現
出
L
､
日
露
戦
役
に
在
っ
て
は
こ
の

前
面
･}J
旅
順
及
び
大
連
港
だ
奉
天
亡
を
連
酷
し
た
南
浦
洲
鎖
道
に
射
し
て
斜
行
す
る
位
艦
を
占
め
'
第
二
罫

の碍
利

寺
遭
遇
我
に
捷
っ
た
の
で
旅
順
大
連
f̂J
露
罫
主
カ
ビ
の
交
通
線
を
遮
断
L
t

1
軍
は
族
順
要
塞
を
陥
れ
も
三
軍
を
以

っ
て
そ
の
主
力
に
常
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
の
正
面
は
安
東
膳
か
ら
鳳
凪
城
に
進
出
し
た
第
二
軍
ビ
連
絡
し
て
太
子

河
に
治
ふ
た
露
軍
の
正
何
だ
斜
行
し
､
我
が
左
翼
に
於
け
る
戦
闘
の
捷
利
ビ
共
に
正
苗
の
位
散
は
回
略
し
､
遼
陽
'

沙
河
奉
天
の
三
城
に
よ
り
奉
天
古
間
の
目
的
を
逢
し
た
の
で
あ
る
｡

勝

列

島

追

記

n
u
U原

口

LJ
ノ

碑
州
島
は
火
山
現
象
の
諸
相
を
著
々
に
容
易
-
且
つ

明
確
に
州
解
さ
し
て
呉
れ
る
珪
き
た
教
科
詩
で
あ
っ
て

火
山
撃
上
世
罪
に
誇
る
に
足
る
資
庫
で
あ
る
｡
私
は
比

の
火
山
島
の
調
査
を
昨
年
か
ら
始
め
､
そ
の
結
果
は
度

々
本
誌
上
で
洩
報
し
た
が
今
春
同
島

へ
市
遮
す
る
横
倉

を
程
で
'
殆
rr,/J
金
島
に
克
っ
て
蛾
槌
の
跡
を
印
す
る
こ

だ
が
出
来
た
｡

今
此
産
に
開
度
の
旅
行
に
よ
っ
て
撃
び

種
た
火
山
学
上
の
見
開
や
戚
憩
を
筆
に
し
て
鷲
者
の
別

所

州

砧

遊

記

竃
を
糞
ふ
次
第
で
あ
る
｡

阿
p

形
態
的
に
見
た
る
済
州
火
山

酒
州
島
は
蚤
雁
寓
道
だ
長
崎
闇
の
中
間
p兼
解
禁

虻
六

監

㌫

北
緯

聖

蒜

蒜

鮒

に
横
は
る

一
大
島
哩
だ
十

三
の
属
島
か
ら
成
り
'
そ
の
全
面
積
は
百
二
十
万
里
に

達
し
'
我
が
愛
岐
'
封
馬
'
隠
岐
､
佐
渡
の
諸
島
を
令

孟

二
五



地

球

妨
十
二
怨

せ
た
も
の
に
匹
敵
し
て
屠
る
｡
そ
の
形
状
は
東
関
に
長

い
難
卵
形
を
阜
L
P
ア
ス
ピ
ー
テ
-
(

A

spi{
e〕式
の

火
山
で
あ
っ
て
p
金
島
は
苑
..,,J
噴
出
岩
を
以

て故
は
れ
､

そ
の
中
棺
に
僕
蟹
山
(
1
九
五

〇
米
)
が
珊
蔵
だ
し
て
秀

光
し
､
之
JJ
縛
っ
て
三
市
有
幹
の
小
火
山
錐
が
痛
起
し

て
屠
る
｡
此
の
無
数
の
各
火
山
を
形
態
撃
的
に
観
察
し

て
見
る
の
も
亦

一
興
で
あ
る
｡
火
山
の
形
態
を
支
配
す

る
黄
な
因
子
〔F
a
c-e
r)
と
し
て
左
の
楳
項
を
想
定
し
､

第

i.I
7
57
.

菜

之
にこ
基
い
て
本
島
に
分
布
し
て
ゐ
る
火
山
を
解
剖
し
て

散
明
し
ょ
う
｡

(
〓
噴
出
物
の
種
板

即
ち
熔
岩
､
火
山
砕
屑
物
及

び
克
斯
｡

(
〓
)例
刻
作
用
(
D

enudation)

(
≡
)火
口
の
位
置

(
田
)噴
出
物
の
地
=E
方
向

(
五
)風
向

(
大
)寄
生
火
山
の
生
成

(
也
)爆
裂
作
用

(
〓

暁
出
物
の
棟
数
の
中
七
光
づ
火
山
を
構
成
せ
る

岩
心
の
種
板
即
ち
酸
性
､
鮫
基
性
な
る
か
に
よ
っ
て
､
そ

聞

岩間粗-+

む盟を頂山蟹決 りよ峯部費
二
六の

粘
性
を
典
に
し
､

粗
面
岩
塊
よ
り
成
れ

る
撲
簸
川
頂
'
五
官

賂
軍

¢
成
陀
峰

｡
山

房
山
及
び
森
島
は
喰

岨
な
懸
崖
を
以
て
囲

ま
れ
て
ゐ
る
の
に
反

し
'
玄
武
岩
よ
り
成

れ
る
挟
撃
山
や
題
意

岳
は
十
度
以
下
の
綬

漫
穏
傾
斜
の
裾
野
を

引
い
て
著
し
い
封
照

を
示
し
て
ゐ
る
｡(
節

一
聞
及
び
第

二
固
)

火
山
砕
屑
物
即
ち

熔
岩
塊
'
火
山
弾
､

火
LII
灘
'
火
川
砂
'

火
山
友
等
よ
り
構
成

せ

ら

れ

た

噴
石
丘



垂 優 の 岳 安 井

連
峰
'
飛
揚
品
等
で
あ
る
｡
第
三
脚
は
今
膚
の
美
し
脚

い
錐
丘
の
健
秦
で
あ
る
｡

(C
inder
cone)
は
殆
ど
金
島
に
亘
っ
て
恭
布
し
て
ゐ

て
そ
の
故
及

び
山
名
は
此
度
に
]
々
枚
皐
す
る
に
迫
L･t

い
が
､
是
等
は
二
十
ま
乃
至

二
十
度
の
傾
斜
を
持
っ
て

ゐ
る
｡
そ
の
最
も
模
式
LJ
も
の
は
今
歯
'
元
真
峯
､
三

義
諌
蕗
'
針
岳
'
弘
鵜
川
'
榊
兼
生
長
'
月
郎
山
'
経

済

川

舟
逝

記

次
に
爆
発
性
の
噴
火
に
よ
っ
て
倦
岩
の
流
山
を
見
や

に
早
に
軸
出
物
を
火
口
の
周
再
に
堆
積
し
た
場
合
に
は

基
底
の
両
横
に
此
し
て
火
口
従
の
大
き
い
席
餌
ホ
†
-

三

二七



聞 四 第

ム宜ヲ山城 タa島牛

集
十
二
曽

チ

.
I

(
H
o
JP
te
)
が

生
や

る
｡
嶺
山
'･
斗
‥

山
峰
､
生
山
'

離
特

.葺
､
幕
内
峰
.
鷺
山

峰
'水
月
峰
｣鴨
山
､

寺
卓
､
漁
港
の
外
輪

山
は
之

に轟
L
t
何

れ
も
二

〇〇
米
以
下

の
低

い
山
(L
o
w
c
o

n
e
)
で
あ
っ
て
'
火

山

友

●
火
山
砂
棲
及
び

倉
持
(
S
coria)
か
ら

構
成
さ

れ
て
ゐ
る
｡

時
に
小
規
模
の
蜂
岩

淡
を
見
る
こ
と
が
あ

る
が
之
は
勿
給
主
要

Ll
部
分
で
は
な
い
.

*
I
+

7六

二
<

ブ
タ
シ

カ
の

凍

¶

火

山

の

広

子

(
書

e
n
)
の
好
例
で

あ

っ

て

火

口

の

内

傭

は

暮

島

ん

で
ゐ
る
○
麓
叫

は

そ

の

名

の

示

す

鳶

に

低

卒

な

火

山

で

廉
い
火
口
内
は

水

田

に

化

し

て

ゐ

も

P

軒

五
鴫

は

鷹

山

の

1
蔀
分

で
'
火

山

砂

の

美

し

い
雷

鴬

A
l衰

は

し

た

も

岬 王 事

第

四
畔
は
牛
島
上
b
見
た
城
山
で
あ
っ
て
'
赤
毛
相
子

の
様
な
･;
税
で
あ
る
｡



の
で
あ
る
0

日九
等
の
ホ
マ
ー
チ

-
式
火
山
は
す

べ
て
怖
両
で
見
る
撲

LJ
成
析
理
.竺
小
L

t
島
の
川
維
妊
-
に
以
っ
て
lm-1
起
し

て
ゐ
る
0

此
の
抑
蟹
は
ほ
軸
比
で
小
机
火
し
た
お
城
火
山
が
'

そ
の
後
の
火
-;
所
動
.S結
炎
､
地
那
が
批
准
の
仕
訳
に

圭
で
隆
起
し
た
こ
'J
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
｡
梅
吉
す

妨

六

以

幼

年

期
の
地

貌

井

川

鳥

越

記

れ
ぽ
こ
の
暁
火
作
用
が
起
り
た
曽
帖
よ
-
も
現
征
は
少

-
ど
も
二
∪
⊂
米
地
が
が
上
外
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

か
～
る
傍
芯
は
申
椛
苅
･i
?
で
現
今
も
如
は
れ
で
ゐ
る
ど

の
こ
と
で
あ
る
○

(

〓

)

刷

制

作

用

位
他
作
川
も
亦
火
山
形
態
を
考
る
上
に
k
.要
L･.
も
の

で
あ
る
｡
併
し
本
火
川
が
主
に
折
四
紀
の
玄
武
岩
で
被

推
さ
れ
て
ゐ
て
金
-
幼
年
期
の
地
貌
智
=咋
し
(節
六
川
)

熔
岩
流
の
末
現
に
は
以
祁
一で
懸
け
て
ゐ
る
所
が
多
い
｡

刑
錐
火
山
も
そ
の
9
.成
時
期
が
新
し
-
火
川
憎
も
概
ね

郎
析
さ
れ
て
居
な
い
.
仰
し
乍
ら
机
桝
･:心
の
戒
な
任
地

に
封
す
る
抵
抗
力
の
弱
い
も
の
は
絶
無
を

施
し
て
ゐ
て

鎖
槌
を
あ
て
ず
し
て
地
形
上
線
察
す
る
こ

と
が
山
凍
る

の
は
､
香
々
の
戚
な
ア
ル
カ
リ

岩
心
を
研
究
し
て
ゐ
る

者
に
は
此
上
も
な

い材
軸
い
こ

.,J
で

あ
る
｡
海
蝕
作
用

(
ン
l
lrirlり

erOSio
･一)
は
貼
り
南
.'ii
.凹
伯
:.Qii
で
は
そ
り

猛
威
.で
粘

ふ
て
ゐ
て

､

水
月
峯
の
如
き
火
山
紳
柄

物
よ

-
成
れ
る
火
山
焔
は
そ
の
-;
鰹
の
中
を
刷
刺
さ
れ
て
了

っ
て
う
る
0
(節
七
問
)

完

二
九



l
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刀峰

lけ八

第
十
二
小j

節

叫
雄

三O

三
〇

骨
で

S
c
r
o
p
e

の
火
山
撃

番
で
尊
ん
だ

こ

と

の
あ
る
t

S
t_
P
au
l
lslan
d
や
G
rah
am

l

sle
の
例
を
想
出
し
た
0
佃

商
海
岸
で
は
海
蝕
の
た
め
熔

岩
基
地
は
二
十
米
乃
至
三
十

米
別
刺
さ
れ
､
こ
の
絶
蓬
に

は
美
し
い
杖
状
飾
班
が
磯
達

し
､
こ
れ
に
温
和
の
白
廉
を

懸
け
て
ゐ
る
状
は
火
山
地
方

の
特
有
の
景
趣
で
あ
る
｡
天

.地
味
､(
口
粕
)
正
房
促
､
中

文
里
の
天
砕
促
等
が
あ
る
｡

(
≡

)

火
口
の
位
置

火
口
の
棟
艦
に
よ
っ
て
火

口
の
形
態
が
左
右
せ
ら
る
ゝ

こ
己
は
勿
論
で
あ
る
が
此
底

で
は
主
に
火
口
の
形
状
を
の
み
を
述

べ
る
積

-
で
あ

る
｡
三
田
有
飴
の
火
山
申
火
口
を
持
た
な
い
も
の
は
粗

面
岩
か
ら
成
る
鐘
状
火
山
を
除
け
ば
､
残
-
は
全
部
そ

の
頂
上
が
多
少
平
た
-
戟
-
取
ら
れ
た
形
を
し
て
火
口

を
持
っ
て
ゐ
る
｡
飛
揚
島

や
松
香
の
火
口
の
藤
に
式
風

雅
機
を
例
に
し
た
形
の
深
い
も
の
も
あ
れ
ば
､
括
鉢
状
､

鉢
状
､
皿
状
の
も
の
も
あ
る
｡
瑛
肇
山
､
元
堂
峰
､
士

赤
岳
､
水
長
兄
'
今
魯
等
は
火
口
に
水
を
渚
溜
し
て
ゐ

る
｡
栓
岳
七
三
梅
峰
'
高
山
峰
は
大
き
い
外
輪
山
を
有

L
旗
い
火
口
原
の
中
に
は
新
し
い
火
口
丘
が
あ
っ
て
藤

式
の
二
乗
式
火
山
で
あ
る
｡

(
四
)

噴
出
物
の
初
出
方
向

(
五
)

風
向

(大
)

寄
生
火
山
の
生
成

等
に
よ

っ
て
そ

の
火
山
鰭
も
離
多
な
風
貌
を
量
す

る
｡
今
岳
.藩
澄
岳
は
同
心
制
約
の
高
距
韻

(C
o
ntou
r

tine
)

を
揮
っ
て
ゐ
て
陳
腐
の
開
聞
岳
で
見
る
様
な
美
し

い
圃

錐
山
で
あ
る
が
'
多
-
は
そ
の
傾
斜
が
非
封
栴
的

で
あ
っ
て
所
謂
馬
鞍
形
火
山

(S
ld
d
le･sh
ap
ed

volc
a

no
)
で
あ
る
｡

ゼ

(七
)

爆

裂

作

用





地

球

節
十

二
杉

山
の
密
%
.し
て
ゐ
る
･i
?
の
兼
中
部
に
は
そ
の
教
が
彩
し

い
.
そ
の
火
日
の
聞
い
て
ゐ
る万

向
は
必
ず
し
も
烈
娃

線
乃

梯
川.Lr
の
流
動
方
向
と
は

.)
致
し
て
ゐ
な
い
戒
で
あ

る
｡

又
恥
に
-;
経
の

1
部
に
小
さ
い
割
日
を
作
っ
た
や

-
LJ
熔
発
に
た
っ
て
ゐ
る
場
介
も
あ
る

｡
践
蟹
川
の
北

サ
<
す
ル
▲

側
の
蛸
tL判
の
斯
界
や
411裁
決
盾
の
清
川
､
九

番

L

b

.,/)
で

之
を
見
る
こ
と
が
川
氷
る
.

二
､

火
山
抑
及
び
熔
岩
曙
道

火
-;
弾
は
奄
･･3
到
る
展
に
嫡
散
し
て
ゐ
て
貨
に
日
本

一
の
そ
の
約
兆
地
で
あ
る
｡
折
八
川
は
菅
雄
雌
で
経
基

し
た
も
の
で
､
そ
の
桐
箱
が
完
金
に
保
存
さ
れ
て
ゐ
る

立
派
な
標
本
で
･め
る
｡
妨
九
間
は
飛
揚
･i
?
の
.も
の
で
あ

る
0又

法
華
L川
の
東
方
火
口
兜
の
火
川
砂
機
中
に
は
無
数

の
輝
石
亡
友
岬
長
石
と

の

結
=糊
が
混
在
し

て

ゐ
る
0

中
硫
黄
･i
)
に
は
次
曹
韮
石
の
孤
晶
が

あ

-
'
エ

ト
ナ

(
1.:tn
t)
の

p
ツ
シ
ー
両
(
M

t,R
c

ssi)
に
は
粍
石
の
結

晶
が
あ
る
｡

是
等
の
領
物
は
岩
妹
が
火
口
よ
-
抽
出
さ
れ
る
以
前

に
す
で
に
そ
の
結
晶
が
晶
出
さ
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら



'フ
0熔

岩
佐
近
は
和
名
な
金
串
揃
の
外
に
'
浩
描
'
財
岩
'

晩
;+
描
'
八
第
許
が
あ
っ
て
何
れ
も
人
脱
順
の
も
の
で

あ
る
｡
特
に
金
串
坊
は
長
さ
三
町
飴
に
:..g
L
偉
観
で
あ

る
0
そ
の
方
向
は
熔
岩
の
流
動
方
向
ビ

一
致
し
内
部
に

熔
岩
鐘
孔
石
(
L
a
v
a
Strl
Ctite
)
熔
岩
心
笛

(L
IV･1
S
t-

･a

g

m
ite)
が
或
は
棒
状
に
或
は

孔
戊
朕
に
或

は
伯

箱
状
に

漣

萌
し
て
ゐ
る
状
は
壮
観
で
あ
る
●
節
十
二
朋
は
財
岩

で
あ
る
0

又
金
串
盟
の
柄
ガ
1
1里
'

穂
放
里
近

-

に

熔
i〃
孔

･

(
L
aく
a
Siコ
k
-10
丁
)
が
あ
る
｡

三
､火
山
の
基
磐

済
州
の
楢
日比
西
船
浦
の
両
軸
岸
に
は
E只
化
雪

鮫
鰭
､

和
解
等
の
数
多

の
化
.Q
.哲
理
漉
し
て
居
る
水
成
肘
が
あ

る
こ
と
は
既
に
述
た
が
'
今
-
:{
蹄
雅
に
依
っ
て
次
の

軟
椎
を
之
に
加

へ
る
こ
と
が
日
額
た
｡

Pe
c

te
n

la
q
ul
･a
t
uS

So
ノ
ノ･Cf

by,

C

o
r
b

u)
a
renu
ta

G

td

.

A
n
-
i

p
)い1n
eS

COntO
r

ta
Y
o

k
･

折
州

i
t'

迎
妃

D
lllin
a
(
C
o

p

!

o
t
h
y
r
is
)

c
F,
g

rayi,
D
llid
soTI

N
atic
a

(C
r
y

pt
on
a

tic
a
)

s
p
,

こ
の
所
謂
武
武
野
盾
上
部

を

拡
那
亡
者

へ
て

居

た

が
､
今
回
の
踏
衣
に
よ
っ
て
擁
州
邑
滋
〃
卜
倣
町
別
刀

峰
砧
…14
に
於
て
､
角
川
安
山
岩
の
椎
を
火
花
す
る
火
山



鱒
十二噌

第
7義

曇

三
嶋

圃 二 十 第

岩

岩
胸
骨
中
に
花
脱
岩
片
を
下
部
よ
h
輔
摸
し
て
禾
た
も

の
を
発
見
し
た
の
は
大
な
る
牧
苛
で
あ
っ
た
｡
之
に
嬢

っ
て
火
山
活
動
の
歴
史
を
研
究
す
る
上
に

1
大
光
正
を

得
た
｡
即
ち
此
の
花
掬
岩
は
互
支
払
や
五
島
列
島

(紳

津
博
士
の
二
十
甫
分
の

1
榊
暗
改
明
番
に
よ
れ
ば
五
島

の

花
鏑
着
は
角
内
我{
倉
な
-
至
芸
ふ
)
･t
,.剛
じ
く
角

閃
花
輪
者
で
あ
っ
て逸
ら
-
尭
革
は
頼
似
の
も
の
で
も

ら
ちノ0

′

本
鳥
の
火

山
括勤
は
五
十
乃
重
首
米
近
-
の
鶏
樽
の

海
底
に
於
で
爆
饗
作
用
を
蹴
っ
て
始
ま
b
t
海
底
の
隆

起
を
伴
ひ
嬢
禦
作
用
が
衰
え
'
衣
に
蜂
者
の
鴨
鎌
を
見

た
の
で
あ
る
｡
前
述
の
水
成
膚
も
唯
背
離
好
で
見
る
の

み
で
あ
っ
て
'
花
鏑
岩
の
小
藩
地
に
嶋
積
さ
れ
た
も
の

で
あ
ら
う
｡
こ
の
花
騰
貴
は
長
石
の
長
さ
拘
糎
に
建
す

る
長
点
を
有
す
る
堪
妖
花
{
倉
で
あ
っ
て
'
糠
銑
す
れ

ば
主
成
分
に
は
長
石
'
石
英
､
角
g
石
'
･自
重
や
'
劇

成
分
に
は
嶋
次
石
･
破
鐘
繍
･
錬
簾
石
･
加
齢
か
尊
が

あ
る
｡
ア
ル
カ
,
長
石
だ
斜
長
石
と
は
そ
の
霊
和
平
L
t

ァ
ル
カ
,
長
石
は
牛
自
形
又
は
鶴
形

の
重
量
石
と
徹
斜

長
石
が
あ
る
｡
斜
長
石
は
分
解
し
て
ゐ
て
新
鮮
で
は
な

い
が
白
長
石
衆
片
双
晶
を
L4
し
光
韓
正
負
'
オ
ブ
b
ク

ラ
ー

ス
(
0
tig
o
c
h
se
)
で
あ
る
｡角
内
石
は
鉄
色

の
も

の

で
自
重
母
は
片
状
を
な
し
て
ゐ
も
｡
之
に
此
い
て
は
他

の
磯
曾
に
放
て
詳
報
す
る
積
A
で
'
此
I
に
饗
そ
め
墓

‖州.日.‖~
.L
--1･･-
..･l

i.

■..r

･Im

.1.JJF
--i;



磐
の
聞
題
に
於
て
花
梅
岩
を
見
出
し
た
こ
ど
な
報
曾
す

る
に
止
め
る
｡

斑
Jg

有
史
時
代
の
火
山
活
動

酒
州
島
は
朝
鮮
に
於
て
有
ぬ
時
代
に
火
山
活
動
の
託

錐
を
有
す
る
唯

1
の
火
山
で
あ
る
.

高
隈
史
､
兼
闘
輿
地
豚
児
'
耽
確
証
､
李
朝
世
宗
賓

錐
､
束
開
通
鑑
､
南
鮮
賛
清
酒
州
島
等
の
史
番
に
よ
れ

ば
次
の
記
事
が
あ
る
｡

穆
宗
五
望

月
(還

㌫

和
紀
肺
蓋

元
=
ハ六
毒
)

耽
雁

(
有
名
)再
開
四
坑
､

赤

水

湧

出

'

五
日
而
止
p
其
水
骨

成
克
石
.
十
年

(EI僻
T
o
〇
七
%
)
瑞
山
湧
出
梅
中
､
遭

大
撃
博
士
田
耕
之
社
渦
之
､
耽
雅
人
冨
山
之
抽
出
也
云

々
-
-
･0

中
村
数
接
は
五
年
の
噴
火
を
飛
揚
島
十
年
を
畢
山
.fJ

想
定
さ
れ
て
ゐ
る
が
p
朝
鮮
史
藩
に
は
そ
の
位
置
を
明

記
し
た
も
の
が
な
-
p
第

一
回
の
噴
火
は
耽
羅
却
寛
新

壇
に
よ
れ
ば
飛
揚
島
で
あ
･少
､
堀
川
は
輿
地
豚
児
に
は

｢島
の
南
西
部
に
あ
り
後
の
大
静
郡
な
り
今
鷹
｣
だ
あ

る
｡
堀
川
は
畢
山
p東

山
或
ひ
は
金
出
だ
も
云
ひ
樽
散
､

済

州

偽

迎

記

古
老
の
言
に
よ
れ
ば
軍
山
で
あ
る
ど
の
こ
亡

だが
確
忍

が
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
｡
南
鮮
賛
繍
酒
州

島に
よ
れ

ば
瑞
山
は
順
呂
里
の
禿
山
を
云
ひ
赤
水
は
熔
岩
流
電
ら

ん
だ
あ
る
.
順
昌
里
は
今
の
新
桃
鼻
で
こ
の
附
近
に
農

南
峰
が
嘱
起
し
て
ゐ
て
之
が
本
島
の
轟

も
南
西
部
に
位

す
る
火
山
錐
で
あ
り)
｡
併
し
瑞
山
は
帯
出
ビ
暫
定
し
て

置
-
方
が
良
ら
-
ビ
旭
ふ
｡
地
震
に
踊
す
る
親
疎
は
稀

少
で
あ
る
が
和
田
博
士
の

『
朝
鮮
育
代
観
測
記
録
調
査

報
告
』
に
よ
れ
ば
二
回
の
開
銀
が
あ
る
｡

李
朝
響

蛋

甲
成
年
十
二
月
叩
辰

(謂

㌫

ほ
芸

)

捗
州
､
大
静
､
族
番
､
垣
屋
顔
敷
人
多
魔
死

(李
朝
烈

塾
寛
政
)

李
朝
苗
宗
王
庚
成
年
十
月
丁
亥

(西
暦

1
六
七
〇
年

十

一
月
十
五
日
)姦
雄
造
酒
州
髄
窪
有
壁
如
雷
､人
家
培

揖
多
類
拙
者
(
同
上
)

最
近
の
地
震
は
島
鹿
調
に
よ
る
ビ
酒
州
且
で
戚
じ
た

地
震
は
次
の
五
回
で
あ
る
｡

(
1
)

大
正
五
年
十
月
廿
六
日
午
前
三
時
四
十
六
分

聴
旗
の
方
向
北
p
天
気
暗

(
二
)

大
正
六
年
五
月
十
七
日
午
後
三
時
十
四
分

霊

三
五



川

Elif

餌
十
二
懲

耶

7

f
1
...

-Lt.′ヽ

磯
栗
の
方
向
兼
庸
p
快
晴
風

(
≡
)

大
正
瓦
空

二
月
甘
六
日
午
前
十
両

五
三

分

徹
濃
あ
-
そ
の
方
向
は
苗
加
よ
-
牝
酉
に
向
ひ
障

子
を
震
動
す
る
程
度
な
-
き

(
四
)

大
正
十
三
年
二
月
廿
三
日
午
後
二
時
二
十
九

分
三
十
秒

震
源
､
旅
州
島
附
近
､
徴
震
方
向
不
明

(
五
)

大
正
十
四
年
四
月
五
日
午
前
七
時
五
十
五
分

散
霞
へ
震
源
酒
州
島
だ
海
南
郡
の
海
底
?

等
の
調
査
の
あ
る
こ
ど
な
沓
止
め
て
置
-
0

蓋
p

飛

揚

島

飛
揚
島
は
前
述
の
如
-
有
史
時
代
に
海
底
噴
出
を
し

た
至

芸
は
れ
る
火
山
で
あ
っ
て
､
本
島
の
閣
邑
挟
方
鬼

よ
り

1
旦
西
方
の
海
中
に
あ
る
｡
北
酉
凪
の
季

節
風
を

よ
け
る
唯

一
の
避
難
所
で
あ
る
｡
島
は
種
臆
石
玄
武
岩

よ
り
成
-
.
そ
の
上
に
火
山
砕
屑
物
を
堆
積
し
た
固
錐

丘
を
償

い
で
ゐ
る
が
､
面
白
い
こ
己
に
は
噴
火
口
が
二

箇
南
北
に
並
ん
で
ゐ
る
｡
又
尭
'
閣
竺

一部
に
爆
敏
火

口
が
あ
っ
て
新
島
を

一
層
複
難
に
し
た
軌
が
あ
る
｡
こ

こ
に
そ
の
見
取
聞
41J
ス
ケ
ッ
チ
を
掲
げ
て
見
よ
う
0

困 三 十 第

固 四 十 第

六
ー

火
山
構
造
線

既
に
本
誌
上
で
漢
寮
山
頂
を
過
ぎ
る
兼
酉
に
走
る
弱

牌
ビ
南
海
樺
龍
亡
は
本
島
の
火
山
活
動
史
上
の
著
し
い

構
造
線
で
あ
る
こ
･1J
を
像
報
し
て
置
い
た
が
今
回
の
旅



節

飛

揚

島

(七
千
分
こ

方
向

の
構

造
線

は
下
部

の
大
岩
柴
潜

か
ら
岩
壁

が
上
昇

運
動
を
始

め
た
時

に
出

雄
花
最

も
古

い
も

の
で
あ

る
｡

第

十

六
間

で
示
し
た
棟

に
岩
柴

の
上
昇

だ
典

に
平
行
裂

固 六 十 一第

行
に
依
っ
て
そ
の
線
上
に
前
者
よ
-
は
成
肱
峰
の
粗
面

岩
.を
散
見
L
も
後
者
か
ら
は
島
の
西
南
輔
の
敦
造
岳
ビ

松
港
だ
か

ら
粗
宵
岩
安
山
岩
を
見
田
し
て
鑑
に
確
管
を

増
す
こ
だ
が
山
楽
た
｡
こ
の
兼
酉
に
走
る
島
の
長
鍵
の

柄

州
掲

迎

記

■ ･ _I. _

i

醇

線

を
塵
じ
蓬

に
漢
馨

山
頂

の
火

口
か
ら
大
逆

流

が
開
始
す

る
ビ

同
時

に
放
射
状

の
裂

櫨
を
生

じ

又
局
部
的
に
も
港
々

に
裂
醇
を
生
じ
'
次
に

爆
被
作
用
を
伴
っ
て
そ

の
線
上
に
倒
錐
丘
を
並

列
さ
せ
た
｡
棚
唐
で
は

十
数
鰭
の
噴
石
丘
が
髄

頭
を
並
べ
た
桂
に

1
線

上
に
行
儀
よ
-
並
ん
で

ゐ
る
｡

(
〓
熔
岩
の
化
撃
成
分

私
の
分
析
し
に
本
島
に
分
布
し
て
ゐ
る
熔
岩
を
次
も

表
示
し
て
散
か
-
0

毛

三
七
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56.36 5619 54.98 54.28 48.33 47.60 46.86 43.41 6448 51.50T54.42c

O.91 2.14 ()93 1.23 2.31 1_78 2.69 2_53 ni1 - -

17.43 16.12 21王2 17.82 16.1 3 14_77 16.37 15.52 20.45
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相

は
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5
･
13

3
･
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1
-
02

1
･
24

T
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表

品

芸

は

M

S

霊

｡
･
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｡
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Total leo.51100.47 9966loo.号110110 99.76 9'3.94loo.51loo.16100.67 99.94100.44100.06100.22 99.79

sp･G･ 2･616 2･642 2･659 2･707 2･850 2･637 21767 2･851 2･889 2･842 2･882 2･570 2･712 3･228

1.深挙LLl粗面岩 2.森島粗面岩

4.晦安里粗面質安山岩 5.別刀峯角閃粗面質安山岩

7.西蹄揃粗面質安山岩 8.甑位川玄武岩

10.済州玄武岩 11.金字舵理岩

12.茨劉 俄 雨岩中の長石斑晶 (01･'47･6SAb40･36年 11198)
13.鉄拳山原玄武岩中の抜長石 (Or1.51Ab30.84An67･65)

15 洪=肇lH玄武岩より瀧旋LTころ輝石

3.山蕗山番L海老

6.角秀岩粗面質安山岩

9.艶畢山玄武岩

14.鉄拳山北倒壊辞の搭谷の昆長石
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を
分
化
軸
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は
し
た
も
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が
節
十
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閲
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O

桝

州
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赴

記
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