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地

球

琴

轟

二
審

第
開
親
昭
利
九
-

月

盲

安

山

岩

の
地

質

構

造

級

森

下

伝

火
山
岩
の
構
造
の
研
究
に
は
現
出
状
態
と
云
ふ
こ
と
が
黍
妥
在
る
役
割
を
覆
し
て
居
る
｡
而
し
て
之
は
火
山
岩
の

大
き
位
置
形
状
周
囲
の
地
質
構
造
と
の
闘
係
等
に
支
配
せ
}七
れ
る
7P
の
で
あ
る
0
然
し
従
凍
疎
み
蒸
ら
し
外
郭
構
造

に
基
-
研
究
は
不
徹
底
在
る
も
の
が
多

い
｡
火
山
に
は
侵
蝕
解
析
さ
れ
た
る
も
の
が
多
-
頂
上
は
剥
脱
し
各
肢
節
は

分
離
孤
立
し
て
曹
態
を
窺
ふ
乙
と
国
難
在
る
場
各
も
亦
抄
-
在

い
｡
以
上
の
政
情
を
補
は
ん
が
為
に
内
部
構
造
の
研

究
を
進
め
て
補
盤
す
る
必
要
が
あ
る
｡
本
論
は
猫
逸
ク

ロ
ー
ス
教
授
の
研
究
方
法
に
ょ
つ
て
安
山
岩
の
内
部
構
造
を

論
じ

て､
以
て
現
出
状
態
の
本
質
は
触
れ
ん
J
J
す
る
は
あ
る
｡

滋
-;
山〝
の
地
既
柿
造

三
,J
J
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義

欝
農
芸

以
去

日
輪
の
霊

暮こ
責
嬬
義
書

鴨
鑑
葛

毒
虫
山
着
J
･食
言

夢

.*

縛

着
は
多
-
の
櫨
雛
托
青
み
'
徹
り
y
現
等

l
義
や
は
を
i
t
而
し
て
董

A
,義

方
淡
に
従
っ
た
｡

･
(
一
)

肉
眼
的
撫
養

(
二
)

顧
慮
鐘
的
鴨
暴

鱒組沈封の岩LJJ安Jll子岩 {一第

(
1
)
舵
の
方
法
は
束
白
色
又
は
書

叫
肯

っ
て
'
含
有
義
物
の
糖
轟
集
札
の
存
雀
が
嘱
韓
で
あ
り

っ
て
義
丑
と
鎗
す
る
こ
と
が
出
木
与
も
の
で
も
魯
Q

(
二
)
之

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
坤
旬
含
儀
欄
の
欄
東
胡
由
嶋
k
d

'

ざ
る
場
合
で
あ
っ
て
乙
の
食
味
に
故
y
白
書

長

滝

る
乙
と
は
言
AJ倹
ね
な
い
｡

二

舟

眼
的
観
察

に
よ

る
場
合

第

1
例

岩
手
山
(
鼻
翼
や
角
g
安
い
患
)

位

置

志

昔

豊

富

琴

に
馨

し
最
F
(
二

.●

曹

示
し
倉
吉

女
白
色
で
層

雲

畳

並
心
音
苛

雀

層

,i

..-_.1',㌔



恕

肉
眼
で
::
に
混
め
得
る
､
杖
状
節
理
も
顕
著
で
あ
る
｡

内
部
構
造

之
を
散
明
す
る
に
次
の
二
は
分
っ
｡

節
川
構
造

同
山
は
篤
出
せ
る
粒
状
飾
州
で
あ
っ
て
そ
の
匿
種

.i
米
以
下
の
も
の
が
多

い
'
同
山
の
西
側
に
付
す

る
石
切
場
に
於

い
て
は
第

一
間
に
示
す
が
如
-
杜
の
傾
斜
方
向
は

N
7
0
E

で
傾
斜
は
八
十
度
を
ボ
し
て
ゐ
る
が
.

餓組流動の岩山安山手岩 間二姉

安
-;
山村
の
他
部
柵
造

同

1
掘
場
で
も
他
の
個
所
で
は
少
し
こ
れ
よ
-
檎
-
在
っ

て

居
る
､
北
西
側
の
塵
で
は
桂
は
略
牝
に
傾
斜
し
四
十
度
堅

不

L
t
和
し
tiJ
酉
側
で
は
北
附
の
方
向
に
傾
斜
し
て
居
る
､
以

上
に
ょ
つ
て
見
れ
ば
節
理
の
状
態
は
酉
方
の
高

さ
峯
に
付
す

る
も
の
を
中
心
と
し
て
賂
周
園
に
傾
斜
せ
る
も
の
J
如
-
､

東
方
の
低
き
峯
に
あ
る
79
の
も
北
兼
の
方
向
の
み
に
傾
斜
し

て
居
る
故
に
峯
車
中
心
と
し
て
放
射
状
に
配
列
せ
る
も
の
で

あ
ら
う
(第
三
閲
)
0

封
流
組
織

票
は
云
ふ
封
流
組
織
と
は
洗
状
組
織
と
異
な

-
介
雄
の
運
動
が
元
の
部
分
に
視
蹄
す
る
こ
と
を
意
味
し
､

之
に
反
し
て
流
状
組
織
は

一
方
的
の
運
動
を
意
味
す
る
と
榊

す
る
､
督
促
域
内
に
蕗
出
せ
る
も
の
に
つ
き
調
査
す
る
ほ
両

者
の
筒
別
は
精
困
難
で
あ
る
､
之
は
該
火
川
岩
の
下
底
が
未

二
元

三



地

球

節

二
十
二
番

第
四
雛

二讐

四

だ
敬
鬼
fTJ
れ
安
い
こ
と
従
っ
て
次
例
に
見
る
如
-
明
和
川
に
於
け
る
構
造
と
顛
似
せ
る
や
否
は
不
明
で
あ
る
､
然
し

岩
石
の
組
織
は
全
-
明
朝
由
の
も
の
と
漁
似
L
で
ゐ
る
.
[J
の
組
織
は
金
-
肉
眼
的
ほ
は
識
別
し
縛
る
も
の
で
あ
っ

て
新
鮮
在
る
部
分
に
あ
つ
で
は
縞
状
と
な
っ
て
顕
は
紅
で
屠
る
(第

t.
間
参
照
)
0

(側北)造構1:rI･I.節の山手岩 間三第

(伽 北) (mlJ耶)

織 組流封の岩出安山手岩 岡四筋
(端サ1:抑12k申1:り(lUlJ)

含
有
錬
物
は
こ
の
封
流
組
織
中
に
あ
っ
て
宙
接
rJ
の
組
織
に
槻
係
し

て
ゐ
る
.
次
に
rJ
の
対
流
組
織
及

び含有鯨物の位置
を
測
定
し
.tJ

こ

れ
む
組
立
て
れ
ば
第

一
聞
及
び
窮
三
園
に

よ

っ
て
示
す
こ
と
が
出
凍

る
p
姉
二
間
は
車
両
の
場
合
寧
不
せ
る
も
の
で
.
第
三
園
は
立
髄
の
場

合
で
あ
っ
て
組
織
は

1
舷
に
急
斜
MLJ覆
し
て
ゐ
る
O
以
上
に
よ
っ
て
見

る
ほ
小
規
模
で
は
あ
る
が
産
状
は
鹿
状
と
見
放
す
こ
と
が
出
氷
る
｡

鈎
島
(愛
媛
牒
温
泉
郡
輿
居
島
の
西
南
部
の
小
島
)
に
於
で
露
出
す
る

角
開
票
雲
母
安
山
岩
は
そ
の
内
郷
構
造
に
於
で
は
仝
-
岩
手
山
の
場
合

と
娠
似
し
て
ゐ
る
､
同
島
は
於
で
は
兼
南
方
は

一
部
完
灸
な
る
粒
状
節

紺
が
あ
-
'
そ
の
構
造
は
中
央
よ
-
外
側
に
向
つ
て
傾
斜
し
そ
の
傾
斜

度
は
八
十
乃
至
三
十
度
の
間
を
在
米
す
る
､
亦
対
流
組
織
は
北
閣
よ
か

南
東
の
方
向
に
延
び
て
ゐ
る
.

第
二
例

明
醐
山
(
黒
雲
母
安
山
岩
)

位

置

同
山
は
総
出
帝
よ
-
南
方
二
十
基
米
郡
小
町
よ
-
八
基
米
の
塵
に
位
置
し
て
ゐ
る
'
安
山
岩
の
露
出
は
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∫

ム

ーレ
未

聞明醐

･:女
川
･:打
の
地
那
柿
泣

同
情
を
中
心
と
し
て

N
E

I
SW
の
方
向
に
延
長
約
十
三
嘉
米
あ
-
､
幅

員
の
蛮
d
u所
で
は
二
基
米
穀
こ
不
し
て
ゐ
る
I
地
質
構
造
並
に
地
形
上
よ
-

諭
ず
れ
ば
静
匿
域
敬

二
介
し
､
石
頂
大
崎
間
を
賞
-
横
谷
を
以
て
中
心
と

す
る
東
西
両
部
に
分
つ
を
便
宜
と
す
る
､
両
部
は
明
帥
山
(
六
八
四
米
)
を

以
て
敢
高
教
と
な
し
､
東
部
は
平
岡
(
四

一
三
光
)
の
露
出
を
激
高
と
し

て

ゐ
る
'
而
し
ヱ
向
距
二
〇
C
乃
至
三

LJIT
O
米
に
於
で
露
出
し
且
安
山
岩
の

幅
員
は
狭
長
で
あ
る
｡

西
部
安
山
岩
(
明
細
両
)

明
醐
両
を
中
心
と
し
て
露
出
す
る
黒
雲
母
安

山
岩
は
雲
母
の
外
に
柘
牌
石
を
爽
刺
す
､
之
よ
-
後
期
に
噴
出
し
た
る
石

英
安
山
岩
は
岩
脈
状
に
鰐
出
す
'
本
位
域
の
南
は
和
泉
砂
岩
暦
ほ
て
中
央

地
構
線
を
隔
て
J
結
晶
片
岩
に
接
し
､
北
及
び
東
は
亦
和
泉
砂
岩
暦
と
境

す
る
｡

本
地
域
の
構
造
を
説
明
す
る
薦
め
隻

別
記
同
櫨
に
次
の
二
つ
に
就

い
て

述
べ
る
｡

郵
相
構
造

版
朕
節
珊
-

rJ
の
相
の
節
5
'は
よ
-
凝
蓮
す
る
､
霞
城
の

北
速
で
は
大
略

E
W
-
N
S

叉
は
こ
れ
に
近

い
方
向
堅

ホ
し
て
屠
る
'
傾

斜
度
は
急
斜
を
な
せ
る
も

の

が

多

い
.
匿
城
の
南
方
で
は

N
W
-
S
E

云

一

五



地

球

節
二
T
ニ
怨

節

何

批

二
望

′ ヽ

N
E
-
S
W

な
る
方
向
が
多
-
'
何
れ
も
多
-
は
忠
射
し

てゐ
る
C

粒
状
節
州

之
は
局
部
的
に
磯
遷
し
て
ゐ
る
､
耐
し
て
北
酉
又
は
西

へ
傾
斜
し

てゐ
る
'
匿
域
の
商
酉
蓮
で
は
政

も
よ
-
鍍
逢
し
て
露
出
甚
域
79
焼
-
且
伍
兼
し
て
ゐ
る
､
中
央
で
は
南
又
は
南
西
は
傾
斜
し
そ
の
傾
斜
度
約
滋
十
度

を
示
し
て
ゐ
る
｡

｢､十 ･~

○

了~~一二一r転
･6

職組流封の岩山安 岡六第

封
流
組
織

乙
の
組
織
の
撤
著
な
る
部
分
は
土
灘
町
の
粟
覇
の
石
切
場
で
あ
っ
て
促

成
の
西
南
部
に
潜
る
､
盈
雲
母
は
乙
の
組
織
に
よ
っ
て
平
行
に
排
列
し
て
ゐ
る
､
今
rJ

の
封
流
組
織
並
は
奉
行
排
列
よ
-
之
を
組
立
て
れ
ば
第
五
問
の
車
両
間
が
得
ら
れ
る
I

而
し

て亦
そ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
は
第
六
園
に
よ
っ
壬
不
す
O
間
中
A
は
兼
酉
の
方
向
に
於

け
る
場
合
を
二
ホ
し
'
B
及
び

C
は
南
北
の
方
向
で
あ
っ
て
そ
の
中
前
者
は
西
部
を
後
著

は
東
部
に
於
け
る
場
合
を
ホ
す
､
之
に
よ
っ

て見
れ
ば
乙
の
種
火
山
は

)a
cQOtith_

の

如

き
外
観
を

不
す
も
の
で
あ
る
.

東
部
安
山
岩
(
店
川
)

本
地
方
の
安
山
岩
は
前
記
西
部
安
山
岩
と
は
荊
遵
縛
せ
る
も

の
で
あ
っ
て
特
に
平
岡
附
近
ほ
於

で焼
き
横
が
-
繋
ポ
し
､
東
部
は
進
む
ほ
従
っ
て
狭

少
な
る
部
分
を
形
成
す
る
､
而
し

て黒
雲
母
安
山
岩
で
あ
る
鮎
は
同

山
で
あ
品
｡

板
状
節
州

之
は
本
瞳
域
内
に
も
よ
-
華
達
し
で
ゐ
る
t
rJ
れ
に
は
主
な
る
方
向
が

四
種
あ
る

N
S
,
W
E
.
N
E
-
SW
.
N
W
-
SE

傾
斜
艦
は
種
々
あ
る
も
大
磯
三
十
度

七
十
度
八
十
虚
報
匠
等
が
あ

る
0
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城
川
･:村
の
地
即
納
光

杵
状
節
州

之
は
二
ヶ
所
に
て
よ
-
磯
逢
し
て
み
る

.I
は
掲
揚
ほ
て
他
は
下
寺

の
東
部
で
あ
る
p
南
方
叉
は
西
南
方
に
六
十
度
乃
糞
八
十
度
傾
斜
し
て
ゐ
る
O

平
和
排
列

射
流
組
織
並
に
貴

雲
母
の
平
行
排
列
･LI{
-
判
断
す
れ
ば
窮
七
岡
の

如
き
平
面
間
が
縛
ら
れ
る
､
而
し
て
平
岡
馬
場
間
の
セ
ク
シ
ョ
ン
を
索

ひ
れ
ば
第

六
閲
D
に
よ
っ
て
示
す
rJ
と
が
出
来
る
､
乙
の
セ
ク
シ
ョ
ン
並
に
鰐
出
の
高
さ
か

ら
判
す
る
は
或
は
噴
出
が
二
回
に
亘
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な

い
か
｡

三

顧
徴

鏡

的
観

察

例

御
車
寺
山
(
両
輝
石
安
山
岩
)

於
山
村
の
北
邦
に
位
置
し
高
雄1i

一
六
四
米
堅

ホ
す
1
川
頂
は
潜

っ
て
露
出
せ
る

部
分
あ
ん
こ
一種
の
安
川
岩
舶
接
し
て
露
出
す
(第
八
図
参
照
)
｡

一
､
両
輝
石
安
山
岩

之
は
松
山
地
質
故
明
番
に
ょ
れ
ば
佐
藤
技
師
に
よ
っ
て

名
栴
せ
ら
れ
た
塵
で
あ
る
､
発
色
に
し
て
長
石
の
細
q
u斑
晶
を

不
す
'
山
頂
の
潤

囲
約
六
C
IzC
)米
飴
-
露
出
し
顕
徴
鋸
下
で
は
斜
方
輝
石

(E
n
statite

)

及
び
普
通

輝
石
を
寵
め
る
rJ
と
が
揖
凍
る
｡
共
に
長
桂
を
ボ
し
て
ゐ
る
O

粒
状
節
桝

之
は
よ
-
馨
達
し
で
ゐ
る

NS
,E
W

の
外
に

N
E

-
S
W

N
W
I
S
E

は
主
在
る
方
向
で
あ
る
'.
傾
斜
は
多
-
は
板
東
し
て
ゐ
る
｡

ニ
望

七



節八園御iJだ
.
lt.:

･葦

鰐
二
十
二
各

節

凹
統

二
川
四

八

平
行
組
織

長
石
輝
石
の
拍
徴
鋸
下
の
観
察
に
よ
れ
ば
平
行
組
織
を
不
し
そ
の
位

置
に
よ
っ
で
組
立
て
れ
ば
第
八
間
を
縛
る
｡

二
'
角
閃
安
山
岩

之
は
前
記
安
山
岩
の
商
に
接
し
て
僅
か
を
る
置
城
に
露
出
し

て
ゐ
る
､
そ
の
塵
成
期
は
本
位
域
で
は
決
定
は
困
難
在
る
も
他
の
個
所
岩
手
山
及
び

そ
の
附
近
ほ
絡
出
せ
.tQ
角
閃
安
山
岩
中
に
爾
輝
石
安
山
岩
が
捕
獲
さ
れ
た
る
も
の
あ

-
'
之
に
よ
っ
て
容
す
る
に
本
岩
の
噴
出
は
前
記
の
79
の
よ
-
も
後
期
を
ら
凡
､
角

閃
石
の
長
柱
は
南
方
へ
約
四
十
度
傾
斜
す
.
節
班
は
東
西
で
且
直
立
し
て
ゐ
る
｡

四

結

論

於
山
市
附
近
ほ
露
出
す
る
安
山
岩
は
そ
の
産
状
を
二
分
し

一
は
岩
頭
に
し
て
､
他

は
熔
岩
流
で
あ
る
｡
前
者
は
花
尚
岩
を
賞
-
火
山
岩
で
あ
っ
て
'
後
者
は
岩
手
山
明

紳
山
む
意
味
す
る
ー
包
含
錬
物
の
排
列
其
他
よ
-
論
ず
れ
ば
岩
手
山
の
場
合
は
鱗
状
に
類
し
､
明
紳
山
は
連
出
岩
の

L
a
cc
otith

の
好
き
形
状
を
量
す
る
79
､
併
し
こ
れ
は
金
-
火
山
岩
で
あ
っ
て
成
壁
常
時
は
被
覆
ru
れ
た
も
の
で
夜

-
t

rJ
の
構
弘
は
封
流
組
織
よ
み
導
か
れ
た
る
特
種
構
造
で
あ
る
､
今
後
こ
の
種
内
部
構
造
の
研
究
が
醗
頂
せ
ら
れ

る
な
ら
ば
'
何
等
か
の
分
類
が
出
凍
る
の
で
は
な

い
か
｡

本
稿
を
終
は
る
に
督
少

東
北
大
撃
矢
部
教
授
拙
稿
校
閲
の
算
を
朗
は
っ
た
る
に
深
謝
す
｡

(
松
山

九
年
八
月
)


