
地

球

琴

有

蓋
客
室

二
親

昭
竿

蚕

室

｡

西
部
平
壌
米
田
の
地
質
構
造
概
説

(開
版
竺
版付
)

(平

壌

炭

田

地

質

構

造

研

究

の

二
)

中

村

新

太

郎

緒

言

事
故
放
任I
は
主
要
含
汲
暦
の
分
布
か
ら
云
ふ
と
甜
部
･中
部
鹿

部
の
三
地
域
に
便
宜
上
別
け
る
rJ
と
が
出
凍
る
｡

西
部
泉
肘
と
す
べ
き
地
方
は
牢
固
線
適
材

長

陽
間
の
地
絡
の
北
西
に
骨
身
東
北
東
か
ら
西
南
西
は
延
び
た
延
長
二

十
四
粁
､
幅
約
八
粁
の
矩
形
を
夜
し
た
部
分
で
'
大
同
江
の
支
流
で
あ
る
普
通
誓

順
和
江

･
鳳
卿
江
の
三
川
の
流

域
内
に
在
る
｡

乙
の
地
域
の
地
質
は
平
壌
炭
田
に
於
で
政
,p
多
-
の
系
統
よ
少
成
-

且
っ
其
の
構
造
は
か
夜
も
複
難
で
あ
み
飴
か

I,p
大
貿
及
江
西
の
爾
炭
坑
が
あ
る
.
此
の
地
域
の
暦
序
及
構
造
を
明
に
す
る
rJ
と
は
束
並
の
地
贋
研
究
上
大
在
る
債

値
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
○
予
は
昭
和
九
年
口
本
撃
術
振
興
骨

の
援
助
を
撃
つ
L
t
我
が
教
室
舗
氏
の
執
力
む
得
卒

西
部
平
城
淡

刑
の
地
域
柵
法
相
説

元

-



地

球

解

二
十
五
笹

解
三
班

二
ハ
0

ニ

塊
炭
田
地
贋
構
造
研
究
を
開
始
す
る
や
西
部
淡
相
の
構
造
開
明
は
意
を
話
し
､

一
は
以
三

7十
飴
年
に
互
-
て
懐
抱

し
た
地
質
構
造
上
の
旗
を
略
す
と
北
ハほ
地
下
は
於
け
る
含
炭
層
分
布
の
晃
相
を
明
は
す
べ
き
鍵
蹄
を
猿
人
と
し
た
｡

本
地
域
に
閥
し
既
は
公
に
ru
れ
た
地
質
業
績
の
最
も
著
し
い
の
は
今
野
圃
減
数
授
の

｢
平
壌
炭
的
西
経
部
の
地
質

と
構
造
｣
(
地
貿
撃
郵
誌
第
三
十
五
巻
昭
和
三
年
)
で
､
各
系
統
の
暦
序
を
明
に
す
る
と
同
時
に
本
地
域
を
東
北
兼
に

縦
断
す
る
太
箸
衝
動
と
術
す
る

山
大
術
動
線
を
確
説
n
れ
た
こ
と
は
劃
期
的
の
研
究
で
あ
っ
た
｡
予
等
の
研
究
は
之

に
随
従
し
て
踏
査
匿
域
を
傭
め
る
と
共
に
各
系
統
間
の
暦
序
的
紬
係
を

一
層
明
確
夜
ら
し
め
且
つ
酉
郵
放
出
の
金
城

に
亙
っ
た
地
質
構
造
の
機
構
を
各
5
'的
ほ
確
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
昭
和
九
年
秋
か
ら
昨
年
夏
ま
で
は
行
つ
空
削

島
俊
郎
｡池
遊
展
生
･鈴
鹿
恒
茂
三
尊
士
の
閣
部
数
田
の
略
各
部
に
瓦
る
野
外
調
査
は
予
の
期
待
し
た
結
果
を
野
し
､

地
暦
系
統
間
の
新
し
い
見
解
を
樹
立
し
称
ね
と
北
八に
地
質
構
造
に
輔
し
過
説
の
鹿
の
少
を
い
概
貌
を
知
力
且
つ
鼻
動

の
時
期
に
踊
す
る
確
定
に
近
い
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
を
得
た
｡
池
遊
撃
士
調
査
に
係
る
79
の
～
1
部
の
要
旨
は
轟

に
地
質
撃
難
詰

(
昭
利
十
年
六
月
p
三
二

〇
-
三
二
三
貫
)
に
掲
げ
ら
れ
て
あ
る
が
'
各
研
究
者
の
獲
力
細
か
い
暦
序

や
小
構
造
の
詳
細
は
詳
密
な
地
質
問
を
件

へ
る
報
文
と
し
て
引
蔦
き
公
表

する
で
あ
ら
う
｡
基
に
は
筒
部
平
壌
泉
田

の
主
聾
を
地
質
構
造
の
概
説
を
試
み
て
蚤
炭
EEt
構
造
研
究
途
上
の
路
標
と
し
よ
う
と
す
る
｡
附
す
る
所
の
地
質
構
造

園
は
小
楯
八
の
十
嵩
分
ノ
一
で
あ
っ
て
衝
動
及
断
暦
を
ホ
す
ほ
過
ぎ
ず
､
神
曲
の
状
態
を
表
は
し
て
居
ず
且
つ
本
文

に
は
分
厨
の
記
述
h
l後
は
譲
っ
て
其
の
概
頻
を
拳
げ
ね
に
過
ぎ
な

い
薦
め
は
'
構
造
の
蓑
妙
を
党
利
を
充
分
は
表
現

し
梅
な

い
で
あ
ら
う
rJ
と
は
橡
め
諒
恕
を
程
で
置

き
た
い
朗
で
あ
る
｡



地

層

系

統

西
部
平
壌
炭
田
の
基
地
を
な
す
岩
層
中
澱
も
古

い
も
の
は
炭
田
の
北
方
か
ら
西
方
に
亙
っ
て
戯
域
を
占
め
る
準
片

麻
岩
･塵
片
麻
岩
･刺
状
花
岡
岩
叛
で
あ
-
､
時
に
小
粒
城
の
閃
純
岩
h
=)伴
っ
て
居
る
｡
此
等
の
主
と
し
て
鼻
成
岩
を

為
す
岩
強
は
p
我
等
の
始
生
代
岩
頻
と
す
る
も
の
で
､
刺
状
花
梅
岩
は
戯

い
意
味
の
高
句
麗
荘
園
岩
に
属
す
る
｡
無
論

準
片
麻
岩
頻
の
原
の
水
成
岩
は
刺
状
花
園
岩
よ
-,hも
懲
戒
の
も
の
で
あ
っ
て
髄
質
系
統
か
ら
云

へ
ば
爾
岩
瓶
は
甚

だ

し
-
時
代
を
異
ほ
し
系
統
上
二
つ
に
区
分
す
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
唯
鼻
片
麻
岩
が
形
成
rb
れ
ず
ほ
荘
掃
岩
が
勝
っ
て

其
の
中
に
小
塊
叉
は
小
地
片
を
な
し
た
準
片
麻
岩
が
介
在
す
る
様
な
部
分
が
少
か
ら
ず
あ
る
｡
か
ゝ
る
水
成
火
成
多

様
の
岩
種
が
交
郷
す
る
部
分
で
は
細
か
-
岩
礁
は
依
っ
て
地
質
間
を
作
る
の
で
な
け
れ
ば
其
の
有
様
を
図
示
す
る
fJ

と
が
国
難
で
あ
る
薦
め
､
絶

てむ
片
麻
岩
と
し
て
片
づ
け
て
丁
ふ
こ
と
が

一
般
に
行
は
れ
る
｡
我
等
は
常
に
原
岩
に

よ
る
片
麻
岩
の
慣
別
む
心
懸
け
で
片
麻
岩
地
の
調
査
を
行
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
､
本
地
域
の
片
麻
岩
地
の
踏
査
は

未
だ
刺
か
-
行
っ
て
ゐ
な

い
故
､
附
岡
に
も
姑
-
片
麻
岩
と
し
て
置

い
た
.

両
部
放
任t
の
北
酉
に
あ
る
片
麻
岩
は
準
片
麻
岩
を
主
と
し
大
同
即
金
蟹
面
院
場
､
江
酉
郡
献
石
面
沙
川
市
間
は
放

て
は
低

d
J準
平
頂
を
成
し
て
ゐ
る
｡
叉

一
部
に
は
､
挿
入
片
麻
岩
を
成
し
て
居
る
部
分
も
あ
カ
､
此
等
の
北
方
に
は
刺

状
花
梅
岩
が
あ
っ

て内
iJ"
角
閑
岩
の
塊
片
を
介
在
し
て
ゐ
る
｡
準
片
麻
岩
で
著
し

い
の
は
沙
川
市
の
北
東
な
る
丘
陵

は
僕
に
蘇
出
し
て
ゐ
る
柘
柑
石
及
十
字
石
を
含
む
藍
晶
石
黒
雲
母
片
麻
岩
で
あ
っ

て'
藍
晶
石
は
其
の
長

当二
一糎
飴

に
連
す
る
｡
監
晶
石
の
様
な
動
力
慶
貿
聖

ホ
す
錬
物
の
片
麻
岩
中
に
放
け
る
分
布
が
判
別
す
る
と
片
肺
岩
壁
成
昏
時

西
部
平
城
山沢
目
の
地
筑
構
造
概
説

二
ハ
1

三
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四

に
於
け
る
鼻
軌
の
状
態
'
即
ち
始
生
代
に
於
け
る
構
造
的
動
力
の
趨
勢
を
窺
知
す
る
rJ
と
恰
も
後
代
の
摺
曲
を
知
み

て
其
の
構
造
的
魔
力
の
滑
長
を
看
る
の
と
同
じ
fJ
と
は
在
る
｡
然
し
未
だ
本
区
域
附
近
の
片
麻
岩
地
内
の
他
の
魔
で

は
含
藍
晶
石
岩
頻
を
検
出
す
る
ほ
到
ら
な
い
0
準
片
麻
岩
の
挺
質
濃
度
は
乙
の
地
域
ほ
て
は
劇
甚
で
あ
る
が
､
平
壌

の
北
方
大
同
郡
柴
足
面
は
於
て
は
そ
の
程
度
が
低
い
薦
め
'
轟
に
rJ
の
飴
塾
代
水
成
岩
類
を
鮮
原
系
の
79
の
と
静
め

て
片
麻
岩
を
79
弾
原
系
中
は
入
れ
た
研
究
者
も
あ
っ
た
.
其
の
結
果
と
し
て
弾
原
代
後
の
刺
状
花
梅
岩
の
喧
起
が
提

唱
さ
れ
ね
が
予
は
之
を
拒
否
す
る
｡

朝
鮮
に
於
け
る
地
質
系
統
に
封
す
る
命
名
が
研
究
の
進
む
と
共
に
訂
正
さ
れ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
､
他
の

観
に
於
け
る
と
同
様
は
､
初
め
一
つ
の
系
統
が
命
名
さ
れ
た
時
は
其
の
上
下
の
限
界
が
確
定
n
れ
て
居
を
い
こ
と
が

多
い
か
ら
で
あ
る
｡
殊
は
不
整
合
の
下
に
あ
る
地
膚
で
は
初
め
其
の
最
上
位
の
部
分
を
見
出
す
こ
と
が
出
雄
を

5'場

合
が
あ
る
か
ら
以
後
の
研
究
に
よ
っ
て
新
し
い
地
闇
を
不
整
各
面
下
に
置
く
必
要
に
迫
ら
れ
る
之
と
は
在
る
0
か
う

し
た
場
合
は
挿
原
系
で
出
食
っ
た
乙
と
で
､
弾
原
糸
を
初
め
に
提
唱
し
た
蔵
に
､
下
か
ら
直
嶋
統

(
中
和
郡
群
原
田

の
旦
名
､
rJ
の
漫
名
は
時
と
し
て
直
視
里
と
も
藩
か
れ
た
rJ
と
も
あ
る
が
昭
和
七
年
及
昭
和
十
年
度
の
朝
鮮
粗
密
府

編
地
方
行
政
区
域
名
栴

一
党
に
は
直
幌
泉
と
あ
る
か
ら
系
統
の
方
も
直
脱
と
す
る
rJ
と
に
決
め
る
)
及
詞
堂
隅
統
(
洞

堂
隅
は
中
和
郡
解
脱
宙
初
貴
洞
泉
の
小
地
名
)
の
二
統
は
し
た
の
を
其
の
上
に
泥
贋
岩
頻
か
ら
成
る
駒
場
統

(
駒
脱

は
京
城
仁
平
壊
間

1
等
道
路
が
中
和
郡
と
黄
州
郡
と
の
罪
を
越
え
る
幌
)
を
置
い
て
郷
原
系
聖

二
銃
に
分
死
ね
ば
在

ら
ぬ
様
に
な
っ
た
｡
駒
幌
系
の
存
在
が
判
ら
な
か
っ
た
為
め
に
平
安
蘭
造
成
川
郡
や
平
壌
北
東
部
や
の
弾
原
系
及
陽

徳
統
地
の
調
査
が
充
分
に
出
来
上
ら
夜
か
っ
た

1
原
因
を
成
し
た
｡



平
壌
数
tm
の
基
盤
部
に
は
西
方
を
除
-
と
邪
原
系
が
汎
布
し
殊
に
南
東
部
の
郵
原
地
方
に
は
直
幌
統
洞
堂
隅
蹄
及

駒
慨
続
が
あ
-
､
北
東
部
の
江
東
附
近
ほ
は
後
の
二
者
が
あ
る
が
､
酉
部
炭
田
の
基
盤
に
は
主
と
し
て
駒
幌
蹄
が
あ

る
許
-
で
あ
る
.
即
ち
炭
田
の
閥
を
劃
す
る
舞
鶴
山
断
層
に
接
し
て
江
閣
郡
埜
能
面
文
洞
の
北
東
及
舞
鶴
山
の
北
束

腹
か
ら
南
東
に
亙
っ
て
狭
-
露
出
す
る
に
過
ぎ
な

い
｡

弾
原
系
の
上
を
平
行
不
鷹
合
で
被
う
て
朝
鮮
系
の
基
底
骨
が
あ
る
｡
fJ
の
基
底
層
は
主
と
し
て
頁
岩
及
砂
質
常
岩

(F
tag
)
よ
少
成
～,h珪
岩
'
砂
岩
及
石
灰
岩
を
爽
衣
す
る
地
層
で
下
部
及
中
部
塞
武
利
恵
系
は
属
す
る
0
従
凍
乙
の

部
分
に
対
し
Y
は
陽
徳
統
の
名
が
用
払
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
元
衆
の
陽
徳
簡
中
に
は
解
原
系
の
直
幌
続
と
も
混
入

L
y
ゐ
穴
馬
め
に
於
維
続
の
名
を
用
弘
で
見
た
こ
と
が
あ
る
｡
然
る
に
平
壌
の
南
東
の
於
離
山
に
は
基
底
ま
で
露
出

し
て
屠
夜

い
か
ら
通
常
改
名
科
と
云
へ
な

い
.
朝
鮮
地
質
調
査
所
で
は
乙
の
塞
武
系
の
梶
砂
質
静
を
今
で
も
陽
徳
暦

と
名
け
て
居
る
か
ら
之
に
櫨
る
rJ
と
と
し

で陽
穂
銃
と
名
け
'
特
は
平
壌
田
近
の
も
の
は
就
い
て
云
ふ
時
は
之
を
中

和
統
と
呼
ぼ
う
と
す
る
.
中
和
層
と
云
ふ
名
は
嘗

て
レ
ド
-
キ
ヤ
態
度
す
る
地
暦
に
附
け
ね
の
で
あ
る
が
中
和
郡
ほ

は
陽
徳
統
即
ち
中
和
続
が
完
金
に
鰐
出
し
て
屠
る
の
で
以
後
は
乙
の
中
和
枕
の
名
を
大
p
J衣
裳
武
系
下
位
の
泥
砂
質

らく
み
ん

圏
に
用
以
'
従
妹
の
狭

霊
胤
味
の
草
和
暦
と
云
ふ
名
を
廟
し
て
之
に
換
ふ
る
ほ
中
和
邑
の
里
名
を
探
っ
て
架

尾

骨
と
･

も
ん
笥
ん_･-

す
る
｡
中
和
純
の
下
限
は
プ
ロ
ト
レ
ー
ナ
ス
雷
岩
を
爽
む
磯
岩

･
貫
岩

･
石
衣
岩
及
珪
岩
よ
み
成
る

文

山

里

階
の
基

底
で
上
界
は
遼
東
牛
島

･
酉
僻
に
互
っ
て
磯
蓮
す
る
林
材
質
岩
即
ち
林
柑
階
の
下
底
と
定
め
る
｡
而
し
て
中
和
続
は

之
を
女
山
里
階
と
松
諦
階
と
の
二
階
と
L
p
文
山
里
階
は
下
部
塞
武
系
の
敢
上
部
に
､
於
藻
階
は
中
部
盤
武
系
の
最
下

ま
Tuんり

層
と
す
る
｡
獅
於
鉦
階
は
之
h
L楽
民
瀞
と

馬

山

里

厨
と
の
二
静
に
別
け
る
｡
馬
山
鼻
骨
は
暗
赤
色
フ
ラ
グ
を
主
と
す

紺
部
祥
擁
･:氷
川

の

地
駅
柿
出
桝

翫

買
玉

五
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六

る
が
其
の
敢
上
位
は
石
基
貿
砂
岩
と
な
る
こ
と
が
南
満
洲
で
も
朝
鮮
で
も
多
-
.
fJ
の
砂
岩
を
閣
部
平
壌
泉
田
で
は

ふ
かだ
に

保
谷
赫
岩
と
呼
ぶ
｡
洗
谷
の
名
は
江
西
淡
坑
の
創
業
時
代
は
保
谷
枕
と
呼
ん
だ
小
成
が
あ
っ
た
附
鑑
は
乙
の
砂
岩
が

露
出
し
て
居
る
の
で
名
け
ね
の
で
あ
る
｡

林
射
貫
岩
は
之
を
上
部
の
厚

い
中
部
塞
武
寵
か
ら
奥
陶
配
は
互
る
石
衣
貿
岩
は
併
せ
て
所
謂
大
石
次
岩
暦
中
は
入

れ
る
.

林
材
質
岩
内
に
は
化
石
は
富
ん
だ
暗
色
崩
桃
状
の
石
衣
岩
を
爽
在
す
る
rJ
と
が
慶
t

で
あ
る
と
同
時
は
林
材

質
岩
の
下
底
に
同
様
な
石
衣
岩
が
厚
n
二
十
米
松
ま
で
敏
速
す
る
こ
と
が
あ
っ

て'其
の
下
位
が
保
谷
砂
岩
に
な
る
｡

rJ
の
林
村
頁
岩
の
下
位
に
接
し
た
石
衣
岩
は
之
を
井
村
貫
岩
中
に
入
れ
る
｡

大
石
次
岩
層
の
下
部
は
準
安
覇
道
か
ら
蓑
海
道
に
亙
っ
て
は
化
石
が
少
な
-
南
満
洲
や
平
安
北
遭
発
出
附
近
や
江

原
遭
審
越
地
方
の
如
-
骨
化
す
る
rJ
と
が
出
来
ず
､
上
部
に
は
奥
陶
紀
の
化
石
を
産
す
る
け
れ
ど
も
麓
武
系
と
奥
陶

系
と
の
境
界
を
割
す
る
乙
と
は
甚
だ
国
難
で
あ
る
｡
平
壌
附
近
で
は
大
石
灰
岩
暦
の
上
部
に
は
白
雲
岩
が
多
-
､
又

不
規
則
を
形
を
し
た
不
純
物
を
含
ん
で
風
化
面
が
雲
状
の
凸
膨
部
の
あ
る
旗
色
石
衣
岩

(之
は
満
洲
の
奥
陶
系
に
も

多

い
が
雲
状
石
衣
岩
と
私
か
に
呼
止
で
ゐ
る
)
が
あ
わ
乙
の
附
鑑
に
翫
風
塵
化
石
が
散
在
す
る
｡

朝
鮮
系
の
岩
類
は
西
部
革
壊
炭
田
で
は
炭
田
の
北
西
蛍
に
滑
う
で
卒
安
系
の
基
底
は
顕
は
れ
､
其
の
下
位
は
大
勝

後
述
の
金
祭
衝
動
に
よ
っ
て
切
ら
れ
て
北
は
片
麻
岩
系
に
接
す
る
｡
此
の
部
分
で
は
衝
動
に
よ
る
岩
暦
の
縮
魔
せ
ら

れ
た
こ

と
が
著
し

い
｡
在
は
主
と
し
て
朝
鮮
系
の
下
部
即
ち
林
材
質
岩
以
下
が
小
置
域
を
成
し
て
江
酉
炭
坑
に
顕
は

れ
る
｡

rJ
れ
は
駒
喋
繰
と
共
は
舞
鶴
両
断
暦
と
龍
井
衝
動
と
の
間
に
挟
ま
れ
て
ゐ
る
｡
大
石
次
岩
層
は
江
酉
炭
坑
附

鑑
で
は
任
に
数
米
の
間
が
地
表
に
露
は
れ
で
ゐ
る
に
過
ぎ
を

い
が
'
江
南
炭
坑
第
二
坑
内
で
は
中
部
塞
武
配
の
化
石



を
持
っ
た
大
石
次
岩
層
の
下
部
を
賓
兄
す
る
こ
と
が
Ⅲ
凍
る
｡

平
安
系
は
平
壌
炭
田
で
は
紅
店
統

･
寺
渦
紋

二
向
坊
山
統
及
太
子
院
銃
は
直
別
す
る
rJ
と
が
蛮
骨
で
あ
る
が
厳
密

の
意
味
で
紅
店
柾
と
寺
洞
続
と
の
分
界
は
乙
の
二
続
を
敢
初
に
分
け
た
寺
洞
炭
坑
附
鑑
で
化
石
に
よ
る
龍
城
が
今
ま

で
確
熱
と
し
て
ゐ
な
か
っ
た
薦
め
何
魔
を
分
界
に
握
る
か
は
問
題
に
さ
れ
る
が
'
層
序
研
究
上
で
は
寺
洞
炭
坑
で
著

し

S
角
岩
層
の
上
位
を
用
ふ
る
こ
と
が
通
常
で
､
其
れ
以
上
の
鼎
色
常
磐
は
暇
令
東
部
泉
田
に
於
て
は
シ

ュ
ワ
グ
-

ナ
｡
プ
-
ン
セ
ブ
ス
を
持
っ

て､
シ
ュ
ツ
ケ
ル
ト
教
授
の
考

へ
は
反
し
て
従
前
の
槙
に
石
炭
配
だ
と

い
ふ
ほ
し
で
も
'

そ
れ
は
寺
洞
統
下
部
の
時
代
を
石
炭
紀
だ
と
寵
め
る
ほ
過
ぎ
を

い
rJ
と
で
紅
店
枕
と
寺
洞
統
と
を
暦
序
上
介
つ
妨
げ

と
は
な
ら
な
-
'
た
ゞ
時
代
に
就

い
て
の
論
議
が
あ
る
に
止
ま
る
｡

太
子
院
枕
に
就

い
て
は
此
の
著
し

い
暗
躍
色
で
基
底
に
粗
粒
質
で
磯
質
と
な
る
岩
暦
を
有
L
t
上
部
に
は
極
め
て

細
粒
の
砂
質
岩
を
有
L
t

ti
っ
の
沈
積
輪
廻
堅

不
し

てゐ
る
と
考

へ
ら
れ
る
岩
層
を
著
し

い
植
物
化
石
社
有
す
る
陸

成
層
と
も
云
ふ
べ

き
暗
純
色
の
高
幼
山
続
と
区
分
す
る
こ
と
は
層
序
上
必
要
で
あ
る
｡
予
は
太
子
院
続
の
基
底
が
高

坊
山
統
上
に
少
-
と
も
平
行
不
整
合
で
乗
る
の
で
は
な

い
か
と
の
壁
を
持
っ
て
ゐ
る
が
未
だ
乙
の
鮎
は
苛
明
さ
れ
て

ゐ
な

い
｡
叉
紅
店
寺
洞
両
統
を
併
析
す
る
場
合
に
は
之
を
平
壌
暦
と
呼
び
｣
尚
坊
山
｡太
子
院
両
統
を
倉
せ
江
東
層
と

云
ふ
fJ
と
は
時
と
し
て
便
宜
で
あ
る
｡
地
質
か
ら
平
壌
汲
m
と
云
へ
ば
勿
論
平
安
系
の
露
出
低
域
叫竺
ぶ
ふ
の
で
あ
っ

て
鱗
部
炭
田
の
主
な
地
層
も
平
安
系
で
あ
る
｡
然
し
大
賀
炭
焼
か
ら
江
南
炭
坑
に
瓦
る
後
記
の
大
賛
衝
動
以
南
で
は

太
子
院
続
は
仝
-
な
-
p
高
城
山
続
は
大
蟹
炭
坑
の
閣
郷
は
僅
か
許
-
寺
洞
続
を
被
覆
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
-
(
附
閲

に
は
rJ
の
ア
ウ
/

ラ
イ
ヤ
ア
を
成
し
た
高
瀬
山
舵
を
誤
っ
て
大
同
系
に
描

い
た
､
訂
正It
E
L
で
置
か
れ
た
い
)
､
こ
れ
等

問

部
平
焼
山水
川
の
地
既
桝
如拙
柑
政

宗
荻

七
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の
部
分
は
大
同
系
沈
稀
以
前
に
別
刺
さ
れ
て
ゐ
た
周
め
に
大
同
系
庇
の
不
基
各
の
下
に
は
寺
洞
銃
が
あ
る
部
分
が
あ

る
か
ら
乙
の
大
同
系
露
用
地
の

一
部
は
泉
田
を
な
す
rJ
と
!
在
る
｡

中
生
暦
は
劃
熱
と
二
系
統
に
分
た
れ
る
｡
下
の
も
の
は
大
同
系
で
あ
り
､
上
の
79
の
･は
大
賢
系
で
あ
る
｡
前
者
は

倣
雅
紀
の
も
の
で
後
者
は
化
石
は
出
覆

い
が
自
重
寵
は
属
す
る
乙
と
は
間
違
以
な

い
｡
従
雑
犬
同
系
を
上
下
部
叉
は

上
中
下
部
に
分

っ
て
rJ
rJ
に
云
ふ
大
賀
系
を
大
同
系
上
部
と
栴
n
れ
ね
こ
と
が
多

い
が
､
今
野
数
理
が
分
た
れ
た
戒

は
大
同
系
は
下
の
も
の
の
み
は
限
定
す
る
乙
と
を
予
も
主
張
す
る
｡
其
の
班
由
の

一
つ
は
乙
の
二
系
統
は
各
々
大
不

整
食
で
界
n
れ
て
ゐ
て
p
後
蓮
す
る
稜
に
平
壌
泉
田
の
主
翼
構
造
を
支
配
す
る
衝
動
は
乙
の
二
系
統
の
問
に
珪
勤
し

だ
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

両
部
平
壌
炭
肘
に
放
て
は
大
同
系
は
大
賢
街
動
線
以
南
の
み
に
頗
-
平
安
系
を
大
不
度
合

で
被
覆
し
て
凝
達
し
｣

大
賓
系
は
他
の
下
位
の
紙
で
の
岩
層
と
は
登
-
選
っ
た
走
向
を
以
七
大
同
系
と
平
安
系
を
被
覆
す
る
｡
大
野
系
甲
の

聯
岩
類
は
そ
の
系
統
中
の
も
の
と
見
る
べ

FJも
の
で
あ
る
TJ
と
を

三

口
附
け
て
澄
-
｡

以
上
系
統
に
就

5,
で
批
致
し
カ
所
を
表
示
す
る
と
衣
の
如
-
在
る
.

直
幌
統

洞
堂
隅
統

駒
幌
統

中

和
統
(
陽

徳
統
)

モ
ン

文

山
里
階

於

羅
槽

民

暦

川

里暦



大
石
衣
岩
厨

丑

山
妹

晩
連
続

村
階

山
石
衣
岩

平
壌
静

江
氷
層

紅
店
釈

尊
洞
統

高
坊
山
統

太
子
院
統

大
賀
系

地

質

構

造

西
部
平
壌
汲
円
の
主
要
構
造
を
支
配
す
る
も
の
は
三
候
の
衝
動
線
と

.i
修
の
断
簡
で
あ
る
｡
此
等
の
構
造
線
中
大

畢
衛
動
線
は
今
野
敢
按
の
磯
風
さ
れ
た
も
の
で
､
本
地
域
を
長
-
西
南
西
か
ら
東
北
東
に
瓦
つ
で
う
ぬ
み
な
が
ら
是

る
｡
炭
附
の
北
方
に
は
順
和
江
の
支
流
に
滑
ふ
平
野
の
北
方
は
西
南
西
か
ら
東
北
東
に
迂
飴
せ
ず
に
走
る
金
怨
衝
動

線
が
あ
-
､
地
域
の
閣
部
に
は
大
賀
衝
動
の
酉
輔
は
近

い
庭
か
ら
起
っ
て
南
光
は
向
ふ
寵
井
衝
動
線
が
あ
る
.
而
し

て
此
等
の
大
箱
動
線
の
閣
鼎
は

一
様
は
､
乙
の
部
分
で
は
北
閣
-
南
東
に
走
る
舞
鶴
山
断
層
に
よ
っ
て
敢
然
と
断
た

れ
る
.
衝
動
線
は
唐
北
北
西
か
ら
南
南
東
に
向
つ
た
術
上
は
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
'
舞
鶴
山
断
簡
は
北
東
側
の

断
落
し
た
傾
斜

三
十
鑑
内
外
の
低
角
度
正
断
簡
で
あ
る
｡

四
部
中
城
=.次
日
の
地
駅
秘
法
撒
批

甲
田

九
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1
0

金
祭
衝
動
は
片
麻
岩
系
が
駒
幌
統
及
平
安
系
上
に
街
上
し
た
も
の
で
あ
る
.
其
の
露
出
が
匿
線
状
で
あ
る
の
は
簡

動
面
の
傾
斜
が
急
で
あ
る
rJ
と
を
ホ
し
て
ゐ
る
｡
其
の
力
弧

き
衝
動
で
あ
る
乙
と
は
そ
れ
以
南
の
朝
鮮
系
及
平
安
系

の
魔
挿
さ
れ
た
こ
と
が
著
し
-
大
石
衣
岩
層
の
如

き
は
甚
だ
し
-
薄
-
在
っ
て
ゐ
'
寺
綱
紀
中
の
無
煙
炭
暦
は
江
西

Eq
枕
は
於
で
非
常
な
る
側
魔
で
老
け
れ
ば
揖
凍
ぬ
様
を
摺
州
を
造
っ
て
居
る
｡
金
祭
衝
動
は
衝
動
線
両
側
の
地
質
か

ら
云
ふ
と
大
石
衣
岩
層
塵
戚
以
後
に
鐘
動
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
し
か
判
ら
ぬh
が
中
部
泉
田
で
あ
る
大
同
郡
林
原
面

に
於
で
金
祭
衝
動
が
断
層
を
越
え
で
の
穐
き
だ
と
考

へ
ら
れ
る
衝
動
に
於
で
片
腕
岩
系
が

大
同
系
は
荷
上
し
て
ゐ

る
｡
是
を
以
て
観
れ
ば
金
怨
衝
動
も
大
賀
衝
動
と
同
じ
-
大
同
系
後
生
勤
し
た
も
の
と
言
以
得
ら
れ
る
｡

ン
ン
ク
リ
ノ
リ

ー
ム

金
祭
衝
動
と
大
賢
衝
動
と
は
挟
ま
れ
た
衝
動
片
(
之
を
長
山
衝
動
片
と
呼
び
た
い
)
は
歯
糞
の
不
完
重
な

凝

向

斜

を

夜
し
､
南
練
の
僅
か
の
部
分
に
寺
洞
蹄
が
あ
る
許
-
で
夫
れ
以
下
の
系
統
は
露
出
し
な

い
｡
滑
は
地
下
に
於
で
も
此

の
趨
向
料
地
全
般
は
亙
っ
て
JEi
束
暦
(
高
坊
山
統
及
太
子
院
統
)
下
に
長
山
衝
動
片
内
に
は
寺
洞
続
は
存
在
せ
ず

一
部

に
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡
此
の
rJ
と
は
大
賢
衝
動
面
の
北
方

へ
の
傾
斜
が
綬
-
三

1十
五
度
か
ら
三
十
度
在
る

フ
ヘン
ステ
ル

塵
が
多

い
こ
と
と
大
崩
洞
や
其
の
北
兼
方
に
は
江
東
暦
中
に
大
同
系
の

衝

動

窓

の
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
乙
と

で
あ
る
｡
即
ち
大
畢
衝
動
面
は
長
山
衝
動
片
下
に
閃
出
し
て
ゐ
て
其
の
面
上
に
は
寺
洞
銃
の
老

い
部
分
が
複
向
斜
の

歯
糞
で
は
購

い
こ
と
と
考

へ
ら
れ
る
O
fJ
の
事
賓
は
寺
洞
続
に
爽
在
す
る
炭
暦
の
賦
春
に
踊
係
す
る
rJ
と
は
勿
論
で

あ
る
○

大
賓
衝
動
に
踊
し
て
の
今
野
数
按
の
記
載
は
妥
皆
で
あ
る
｡
た
1J常
時
は
大
野
数
珠
以
来
は
之
を
追
跡
す
る
ほ
到

ら
な
か
っ
た
か
ら
予
等
は
其
の
連
瓦
を
見
出
す
乙
と
は
務
め
た
｡
其
の
結
果
乙
の
衝
動
の
珪
動
に
封
す
る
決
定
的
の



時
期
を
知
る
rJ
と
を
科
ね
｡
即
ち
大
聖
秤
動
は
大
祭
淡
坑
の
東
方
で
箱
び
著
し

い
瑠
曲
を
作
っ
た
後
北
東
に
走
っ

て

蓬
は
東
旭
川
の
南
西
に
於
て

一
反
大
賛
系
の
基
底
磯
岩
に
被
は
れ
帯
び
其
の
北
方
に
轡
曲
し
て
顕
は
れ
'
春
び
磯
岩

下
は
隠
れ
る
｡
乙
ゝ
ほ
其
の
姿
を
失
っ
た
大
同
薫
と
太
子
院
続
と
の
間
の
衛
動
線
は
東
北
光
三
粁
蝕
の
普
通
江
支
流

の
近
-
に
三
た
び
顕
は
れ
る
.

rJ
れ
は
大
賢
系
が
酉
落
ち
の
断
簡
の
馬
め
に
切
ら
れ
､
東
方
は
古

い
地
機
を
蕗
白
し

た
乙
と
は
職
由
す
る
｡
此
の
如
-
大
賀
衝
動
は

｢
つ
も
大
賛
系
に
開
係
す
る
所
在
-
'
其
の
珪
動
は
符
に
下
部
保
雅

紀
と
自
重
紀
聞
の
或
る
時
期
恐
ら
-
中
部
保
雄
配
の
直
後
即
ち
洛
来
世
直
前
と
考

へ
ら
れ
る
｡
乙
の
促
雁
配
中
の
後

期
に
平
壌
炭
田
否
な
寒
ろ
朝
鮮
に
於
け
る
主
要
衝
動
が
蕉
勤
し
ね
FJ
と
で
あ
ら
う
rJ
と
は
予
の
多
年
主
張
し
た
所
で

あ
っ
た
｡
rJ
の
事
の
賓
竃
を
堆
ね
こ
と
は
多
-
の
欣
快
に
横

へ
な

い
事
柄
の

一
つ
で
あ
る
｡

大
聖
世
以
後
に
も
衝
動
は
起
ら
夜
か
っ
た
か
と

い
ふ
旗
は
直
に
起
る
こ
と
で
あ
る
｡
平
壌
の
両
方
六
粁
飴
の
大
同

郡
龍
山
面
下
里
地
内
の
鋸
南
捕
縛
道
上
の
切
創
-1
に
於

て大
寒
枕
に
贋
す
る
凝
衣
質
砂
岩
と
磯
岩
中
に
西
北
西
に
走

-
北
は
綬
斜
す
る

一
小
衝
動
が
あ
る
.
其
の
外
見
上
の
水
平
移
動
は
抱
か
は

1
米
に
し
て
岩
層
を
貫
-
小
石
英
脈
も

移
動
し
て
居
る
｡
即
ち
知
る
大
賢
倣
以
後
は
於
て
も
小
衝
動
は
生
動
し
た
の
で
は
あ
る
が
之
を
大
賛
衝
動
等
の
大
衝

動
と

一
つ
に
す
る
rJ
と
は
出
水
な

い
｡
大
著
世
又
は
其
れ
以
後
に
衝
動
が
走
ら
夜
か
っ
た
と

い
ふ
の
で
は
を
-
地
質

構
造
を
支
配
す
る
大
箱
動
は
大
野

世
以
前
に
捷
動
し
た
と
主
眼
す
る
の
で
あ
る
｡

龍
井
衝
動
は
舞
鶴
山
の
北
腹
p
大
畢
衝
動
の
西
端
に
近
-
起

-
､
江
西
炭
坑
の
寺
洞
統
叉
は
之
を
被
擾
す
る
大
同
系

と
下
部
の
朝
鮮
系
叉
は
駒
幌
統
と
を
劃
し
屈
折
し
っ
J
南
米
に
走
っ
て
ゐ
る
｡
附
圃
以
南
で
は
甫
南
酉
に
怖
じ
次
い

で
舞
鶴
山
断
層
に
よ
っ
て
切
ら
れ
る
｡
附
閲
に
あ
る
憧
域
内
で
は
上
蓮
の
如
-
若

い
地
暦
が
古

い
地
層
の
上
に
術
上

西
部
平
城
淡
印
の
地
邪
構
造
枇
耽

二

㍍

二



地

球
.

節

二
十
五
怨

妨
三
紋

完

O

.L
二

し
て
ゐ
る
こ
と
が
金
祭
衝
動
や
大
野
衝
動
と
異
在
る
鮎
で
あ
る
｡
乙
の
寵
井
衝
動
を
北
東
に
低
角
で
傾
-
正
断
暦
と

見
倣
き
ず
L
tJ衝
動
と
見
る
押
由
を
述
べ
な
け
れ
ば
在
ら
ぬ
｡
附
聞
南
外
の
岐
陽
の
西
南
両
方
五
粁
飴
新
鶴
里
の
北

方
か
ら
龍
井
衝
動
の
延
長
と
瓜
は
れ
る
も
の
が
舞
鶴
山
断
簡
か
ら
東
北
東
に
向
つ
で
出
て
ゐ
る
｡
こ
こ
で
は
北
方
は

大
同
系
で
南
は
紅
店
舵
で
あ
る
｡
此
の
衝
動
は
東
北
東
に
延
び
岐
陽
の
直
兼
で
大
賀
銃
は
属
す
る
扮
岩
の
大
塊
に
よ

っ
て
其
の
跡
を
失
っ
て
ゐ
る
｡

扮
岩
の
喧
出
は
衝
動
生
成
後
で
あ
る
か
ら

衝
動
は
fJ
～
で
破
ら
れ
終
っ
た
の
で
あ

る
｡
前
述
の
龍
非
衝
動
の
蒔

き
が
南
関
に
膨
田
す
る
乙
と
恰
か
も
大
賀
衝
動
の
江
西
淡
坑
韮
方
の
商
酉

へ
の
膨
机
と

同
様
の
形
で
且
つ
和
犬
き
い
79
の
が
あ
っ
た
魔

へ
舞
梅
山
断
層
が
切
つ
ね
と
す
る
と
う
ま
く
敏
明
が
附
-

｡
而し
て

乙
の
岐
陽
衝
動
は
東
方
で
は
帯
び
牢
固
線
降
仙
の
北
東
に
顕
は
れ
で
大
同
系
と
南
方
の
大
石
衣
岩
層
及
紅
店
蹄
の
界

を
劃
し
兼
に
大
同
江
を
渡
っ
て
猿
岩
で
大
岡
系
と
紅
店
柾
と
の
界
と
在
-
､
市
.S
大
同
江
を
北
東
に
渡
-
坤
横
地
む

過
ぎ
平
壌
の
大
同
系
の
東
方
を
殆
ん
ど
大
同
社
中
を
走
る
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
｡
此
の
部
分
の
状
態
は
後
氷
地
質
間

に
示
し
て
定
め
て
公
に
す
る
こ
と
に
す
る
.

舞
鶴
山
断
層
は
断
層
面
の
傾
斜
低
角
な
る
薦
め
う
ね
う
ね
し
た
線
を
潤
-
と
共
に

又
大

き
-
其
の
走
向
を
塵
ず

る
｡
即
ち
江
酉
郡
壁
能
面
文
洞
附
近
よ
み
舞
鶴
山
の
南
酉

へ
か
け
て
は

一
般
は
南
東
に
向
つ
て
走
る
け
れ
ど
も
岐
陽

の
牝
膏
山
浦
か
ら
は
南
南
西
に
稗
向
す
る
｡
rJ
の
断
層
は
酋
朝
鮮
は
放
け
る
偉
大
夜
断
層
の

1
部
で
兼
方
の
大
饗
統

以
下
の
系
統
と
西
方
の
準
片
麻
岩
剥
状
荘
園
岩
､
叉
は
荘
楠
岩
と
を
分
つ
も
の
で
揺
-
襲
海
道
の
両
部
を
南
南
東
に

走
る
安
岳
断
層
の
-1
部
を
形
成
す
る
｡
黄
海
道
に
於
で
は
ク
ヰ
-
ル
デ
ン
世
だ
と
さ
れ
る
廉

い
意
味
の
大
畢
続
と
花

岡
岩
頻
と
の
間
を
劃
す
る
｡
岐
陽
の
宙
酉
在
る
仙界
池
恩
の
東
方
に
於

でも
大
著
続
と
片
麻
岩
瓶
と
む
界
し
大
賢
世
以



後
の
壁
戊
に
係
も
鼻
の
衝
動
と
は
姦
-
時
を
異
に
し
て
起
っ
た
兼
落
ち
の
正
断
層
で
あ
る
｡

乙
の
舞
鶴

両
断
層
を
7P

含
む
安
岳
断
層
の
特
徴
は
其
の
傾
斜
が
三
十
度
内
外
の
低
角
皮
で
あ
る
以
外
は
断
層
に
沿
う
て
亦
銭
鋸
を
件
ふ
べ
レ

サ
イ
ト
岩
脈
の
噴
出

T,)
た
fJ
と
で
あ
る
.
衆
二
浦
や
黄
海
道
の
銭
鋭
地
で
従
来
珪
岩
と
栴

さ
れ
た
も
の
は
rJ
の
珪
贋

の
岩
脈
で
あ
る
｡
叉
誉

断
層
附
壁
の
主
と
し
て
石
衣
岩
中
は
禍
銀
歯
の
賦
春
す
る
の
7P
rJ
の
含
赤
地
髄
べ
レ
サ
イ

ト
噴
蓮
の
飴
カ
に
ょ
っ
て
庄
成
し
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
｡

両
部
坂
田
に
あ
る
こ
の
他
9
断
層
の
多
-
は
北
酉
-
南
東
の
も
の
で
其
の
捷
鬼
は
舞
鶴
山
断
層
と
同
時
期
か
又
は

そ
れ
よ
-
も
新
し
い
も
の
で
あ
ら
う
｡

本
籍
に
於
で
は
両
部
平
壌
炭
田
の
主
要
構
造
線
で
あ
る
三
衝
動
.

.i
断
層
に
つ
き
で
略
殻
し
た
｡
其
の
師
か
い
記

載
は
各
研
究
協
力
者
が
行
ふ
確
定
で
あ
る
故
､
本
猫
の
隔
靴
掻
拝
の
鮎
は
其
等
に
ょ
つ
て
充
分
に
満
た
さ
れ
る
rJ
.J
J

と
恩
ふ
｡

附
糊
の
rilI部
中
班
･:X
E
地
邪
柵
出
枇
脚
に
は
≡
ニ
の
祝
り
が
あ
る
の
で
'
こ
こ
に
訂
iE
し
て
お
-
｡
妨

一
は
本
文
中
に
述
べ
て
放

い
た
株
に
大
碑
術

刺
が
大
賛
淡
坑

の
西
fJ
念
糾
し
て
放
る
鮎

の
南
北
に
常
リ
､
寺
洞
雑
に
収
間
ま
れ
て
ゐ
る
小
さ
な
大
同
系
は
祐
也
小
紋
に
す
る
べ
き
を
糾
っ
た
も
の

で
あ
る
O
次
に
糊

の
中
火
よ
り
少
し
-
下
方
に
沓

い
た
緯
線
の
訊
問
に
2
9
0
と
あ
る
の
は
3
90
で
､
右
に
3
6
｡
と
あ
る
の
も
同
様
3
9
｡
と
す
べ
き
｢む
糊
工

の
誰
和
し
た
も
の
で
あ
る
｡

四
部
平
城
犬
目
の
地
駅
柵
池
概
瀧

芯

一


