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一
　
石
英
安
山
岩

沼
森
が
す
ぐ
前
に
立
っ
て
ゐ
る
。
や
っ
ぱ
り
こ
れ
も
岩
頸

だ
。
ど
う
せ
石
英
安
山
岩
、い
や
に
響
く
な
こ
い
つ
め
は
。

い
や
に
カ
ン
カ
ン
云
ひ
や
が
る
。
と
に
か
く
こ
れ
は
石
ヶ

森
と
は
血
統
が
非
常
に
近
い
も
の
な
の
だ
。

初
期
短
篇
綴
「
沼
森
」（
以
下
、
作
品
「
沼
森
」
と
記
す
）

に
は
二
つ
の
岩
頸
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
。
沼
森
と
石
ヶ
森

で
あ
る
。
賢
治
と
お
ぼ
し
き
主
人
公
は
作
中
、
目
の
前
に
見
え
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と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
沼
森
、
石
ヶ
森
と
も
に
石
英

安
山
岩
の
露
出
岩
帯
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、〈
大
正
九
年
夏
頃

〉
に
「
安
山
岩
」
と
表
記
さ
れ
た
歌

稿
Ａ
が
成
立
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
歌
稿
Ｂ
の
初
期
形
ま
で
維
持

さ
れ
、〈
大
正
十
年
秋
頃
か
ら
十
一
年
前
半
ご
ろ

〉
の
書
き
変

え
稿
に
お
い
て
「
石
英
安
山
岩
」
と
変
化
し
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
作
品
「
沼
森
」
の
成
立
だ
が
、
石
ヶ
森
か
ら
沼
森
に

か
け
て
の
地
質
調
査
が
元
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
歌
稿
Ａ
と
は
異
な
り
「
実
は
ど
っ
ち

も
石デ

サ

イ

ト

英
安
山
岩
だ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
事
態
は
や
や
混
乱
し

て
い
る
。
作
品
「
沼
森
」
は
、
現
存
草
稿
の
執
筆
が
「
大
正
11

年
頃
か
」 ）3
（
注

と
、
そ
し
て
初
稿
の
執
筆
が
〈
大
正
九
年
九
月
か

〉

と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
同
前
注
）。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
な
ら
、

作
品
「
沼
森
」
の
成
立
が
必
ず
し
も
地
質
調
査
の
実
施
時
期
に

直
接
的
に
接
続
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
ま
ず
、
短
歌
と
い
う

形
式
で
地
質
調
査
の
体
験
が
記
述
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
か
も
し

れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
歌
稿
Ａ
、
歌
稿
Ｂ
と
し
て
再
成

立
し
て
い
く
時
期
と
、
作
品
「
沼
森
」（
初
稿
及
び
現
存
稿
）

の
成
立
す
る
時
期
と
が
、
重
な
り
合
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
成
立
過
程
を
辿
っ
た
に
し
て

も
、『
調
査
報
文
』「
盛
岡
附
近
地
質
図
」
の
刊
行
が
〈
大
正

六
年
三
月

〉
と
動
か
な
い
こ
と
か
ら
、
賢
治
は
調
査
時
点
で
、

石
ヶ
森
を
石
英
安
山
岩
か
ら
成
る
山
と
判
断
し
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
歌
稿
Ａ
と
歌
稿
Ｂ
の
初
期
形
に
お
い
て

な
ぜ
安
山
岩
と
記
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
疑
問
自
体
は
消
え

る
こ
と
が
な
い
。

石
英
安
山
岩
に
「
デ
ー
サ
イ
ト
」
と
仮
名
を
付
す
こ
と
で
、

短
歌
と
し
て
の
音
数
が
六
音
（
あ
ん
ざ
ん
が
ん
）
か
ら
五
音

（
デ
ー
サ
イ
ト
）
に
変
化
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
歌
稿
Ｂ
の
初
期
形

と
改
稿
形
の
大
き
な
書
き
変
え
の
裏
に
、
音
数
の
問
題
が
あ
っ

た
こ
と
は
容
易
に
推
定
で
き
る
が
、賢
治
が
歌
稿
Ａ
の
段
階
で
、

石
英
安
山
岩
の
英
語
名
で
あ
る
「D

acite

」
を
知
ら
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
は
想
定
で
き
な
い
の
で
、
音
数
律
の
問
題
を
追
求

し
て
も
賢
治
が
は
じ
め
に
安
山
岩
を
選
択
し
た
理
由
の
合
理
的

な
説
明
は
得
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

大
正
時
代
の
「
デ
ー
サ
イ
ト
」
は
、
必
ず
し
も
現
在
の
地
質

学
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
デ
イ
サ
イ
ト
」
の
概
念
と
同
じ
で
は

な
い
。
当
時
は
石
英
安
山
岩
の
英
語
名
が
「D

acite

」
で
あ
り
、

石
英
結
晶
を
含
む
安
山
岩
を
指
し
て
い
る ）4
（
注

。
現
在
の
「
デ
イ

サ
イ
ト
」
は
、
石
英
結
晶
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
重
量
に

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（2）

て
い
る
沼
森
を
岩
頸
と
判
断
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
や
っ
ぱ
り

こ
れ
も
」
の
表
現
か
ら
、
先
に
石
ヶ
森
を
岩
頸
と
判
断
し
、
そ

の
後
沼
森
を
岩
頸
と
判
断
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

大
正
五
年
七
月
の
「
盛
岡
附
近
地
質
調
査
」
に
お
い
て
、
賢

治
は
は
じ
め
石
ヶ
森
に
登
り
、
大
森
を
経
て
沼
森
に
向
か
っ
た

よ
う
だ
。
調
査
ル
ー
ト
に
関
す
る
考
察
は
、
別
稿
「「
沼
森
」

―
大
正
五
年
七
月
の
地
質
調
査
ル
ー
ト
―
」 ）1
（
注

で
試
み
て
い
る
の

で
参
照
願
い
た
い
。

写
真
１
は
、
石
ヶ
森
山
頂
（446m

）
か
ら
岩
手
山
の
方
角

を
眺
め
た
も
の
だ
が
、
丘
（
沼
森
平
）
の
上
に
沼
森
が
覗
い
て

い
る
。
大
森
は
写
真
左
端
に
当
た
る
が
、
こ
の
角
度
か
ら
で
は

山
容
を
成
し
て
い
な
い
。

石
ヶ
森
に
つ
い
て
は
、
大
正
五
年
七
月
の
項
の
歌
稿
に
そ
の

名
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
歌
稿
に
Ａ
、
Ｂ
の
二
種
が
あ

る
。

歌
稿
Ａ



い
ま
は
は
や
た
れ
か
惑
は
ん
こ
れ
は
こ
れ
安

山
岩
の
岩
頸
に
し
て

歌
稿
Ｂ



こ
ゝ
に
立
ち
て
誰
か
惑
は
ん
／
こ
れ
は
こ
れ

岩
頸
な
せ
る
石デ

ー

サ

イ

ト

英
安
山
岩
な
り

歌
稿
Ａ
の
成
立
は
、
校
本
全
集
編
集
者
に
よ
り
「
大
正
九
年

夏
頃
」
と
推
定
さ
れ
て
お
り ）2
（
注

、
本
短
歌
は
妹
と
し
が
筆
写
し

た
個
所
に
当
た
っ
て
い
る
。
歌
稿
Ｂ
の
成
立
は
、
使
用
さ
れ
て

い
る
原
稿
用
紙
が
「
大
正
十
年
秋
頃
か
ら
十
一
年
前
半
ご
ろ
に

使
用
さ
れ
た
か
」（
同
前
注
）
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
期

間
に
成
立
時
期
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
筆
跡
は
賢
治
自

身
の
も
の
で
あ
る
。
歌
稿
Ｂ
の
歌
だ
が
、
同
原
稿
用
紙
に
は
、

は
じ
め
「
い
ま
は
は
や
た
れ
か
惑
は
ん
／
こ
れ
は
こ
れ
安
山
岩

の
岩
頸
に
し
て
。」
と
書
か
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
改
行
が

施
さ
れ
た
点
を
除
け
ば
歌
稿
Ａ
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後

賢
治
の
手
に
よ
っ
て
書
き
変
え
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
書

き
変
え
稿
が
最
終
稿
と
判
断
さ
れ
、
歌
稿
Ｂ
の
本
文
と
し
て
用

い
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

時
系
列
で
考
え
て
み
た
場
合
、
賢
治
が
地
質
調
査
を
目
的
に

石
ヶ
森
に
登
っ
た
の
が
〈
大
正
五
年
七
月

〉
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
時
の
調
査
結
果
は
、〈
大
正
六
年
三
月

〉
に
『
盛
岡
附
近

地
質
調
査
報
文
』（
以
下
『
調
査
報
文
』
と
略
す
）、「
盛
岡
附

近
地
質
図
」
と
し
て
、「
校
友
会
々
報
」
第
33
号
に
掲
載
さ
れ
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、石
ヶ
森
は「
石
英
安
山
岩
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

賢
治
た
ち
が
行
っ
た
地
質
調
査
で
は
、
安
山
岩
と
石
英
安
山
岩



–78–

「文学部紀要」文教大学文学部　35 - 1号　鈴木健司

（3）

と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
沼
森
、
石
ヶ
森
と
も
に
石
英

安
山
岩
の
露
出
岩
帯
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、〈
大
正
九
年
夏
頃

〉
に
「
安
山
岩
」
と
表
記
さ
れ
た
歌

稿
Ａ
が
成
立
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
歌
稿
Ｂ
の
初
期
形
ま
で
維
持

さ
れ
、〈
大
正
十
年
秋
頃
か
ら
十
一
年
前
半
ご
ろ

〉
の
書
き
変

え
稿
に
お
い
て
「
石
英
安
山
岩
」
と
変
化
し
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
作
品
「
沼
森
」
の
成
立
だ
が
、
石
ヶ
森
か
ら
沼
森
に

か
け
て
の
地
質
調
査
が
元
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
歌
稿
Ａ
と
は
異
な
り
「
実
は
ど
っ
ち

も
石デ

サ

イ

ト

英
安
山
岩
だ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
事
態
は
や
や
混
乱
し

て
い
る
。
作
品
「
沼
森
」
は
、
現
存
草
稿
の
執
筆
が
「
大
正
11

年
頃
か
」 ）3
（
注

と
、
そ
し
て
初
稿
の
執
筆
が
〈
大
正
九
年
九
月
か

〉

と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
同
前
注
）。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
な
ら
、

作
品
「
沼
森
」
の
成
立
が
必
ず
し
も
地
質
調
査
の
実
施
時
期
に

直
接
的
に
接
続
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
ま
ず
、
短
歌
と
い
う

形
式
で
地
質
調
査
の
体
験
が
記
述
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
か
も
し

れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
歌
稿
Ａ
、
歌
稿
Ｂ
と
し
て
再
成

立
し
て
い
く
時
期
と
、
作
品
「
沼
森
」（
初
稿
及
び
現
存
稿
）

の
成
立
す
る
時
期
と
が
、
重
な
り
合
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
成
立
過
程
を
辿
っ
た
に
し
て

も
、『
調
査
報
文
』「
盛
岡
附
近
地
質
図
」
の
刊
行
が
〈
大
正

六
年
三
月

〉
と
動
か
な
い
こ
と
か
ら
、
賢
治
は
調
査
時
点
で
、

石
ヶ
森
を
石
英
安
山
岩
か
ら
成
る
山
と
判
断
し
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
歌
稿
Ａ
と
歌
稿
Ｂ
の
初
期
形
に
お
い
て

な
ぜ
安
山
岩
と
記
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
疑
問
自
体
は
消
え

る
こ
と
が
な
い
。

石
英
安
山
岩
に
「
デ
ー
サ
イ
ト
」
と
仮
名
を
付
す
こ
と
で
、

短
歌
と
し
て
の
音
数
が
六
音
（
あ
ん
ざ
ん
が
ん
）
か
ら
五
音

（
デ
ー
サ
イ
ト
）
に
変
化
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
歌
稿
Ｂ
の
初
期
形

と
改
稿
形
の
大
き
な
書
き
変
え
の
裏
に
、
音
数
の
問
題
が
あ
っ

た
こ
と
は
容
易
に
推
定
で
き
る
が
、賢
治
が
歌
稿
Ａ
の
段
階
で
、

石
英
安
山
岩
の
英
語
名
で
あ
る
「D

acite

」
を
知
ら
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
は
想
定
で
き
な
い
の
で
、
音
数
律
の
問
題
を
追
求

し
て
も
賢
治
が
は
じ
め
に
安
山
岩
を
選
択
し
た
理
由
の
合
理
的

な
説
明
は
得
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

大
正
時
代
の
「
デ
ー
サ
イ
ト
」
は
、
必
ず
し
も
現
在
の
地
質

学
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
デ
イ
サ
イ
ト
」
の
概
念
と
同
じ
で
は

な
い
。
当
時
は
石
英
安
山
岩
の
英
語
名
が
「D

acite

」
で
あ
り
、

石
英
結
晶
を
含
む
安
山
岩
を
指
し
て
い
る ）4
（
注

。
現
在
の
「
デ
イ

サ
イ
ト
」
は
、
石
英
結
晶
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
重
量
に

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（2）

て
い
る
沼
森
を
岩
頸
と
判
断
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
や
っ
ぱ
り

こ
れ
も
」
の
表
現
か
ら
、
先
に
石
ヶ
森
を
岩
頸
と
判
断
し
、
そ

の
後
沼
森
を
岩
頸
と
判
断
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

大
正
五
年
七
月
の
「
盛
岡
附
近
地
質
調
査
」
に
お
い
て
、
賢

治
は
は
じ
め
石
ヶ
森
に
登
り
、
大
森
を
経
て
沼
森
に
向
か
っ
た

よ
う
だ
。
調
査
ル
ー
ト
に
関
す
る
考
察
は
、
別
稿
「「
沼
森
」

―
大
正
五
年
七
月
の
地
質
調
査
ル
ー
ト
―
」 ）1
（
注

で
試
み
て
い
る
の

で
参
照
願
い
た
い
。

写
真
１
は
、
石
ヶ
森
山
頂
（446m

）
か
ら
岩
手
山
の
方
角

を
眺
め
た
も
の
だ
が
、
丘
（
沼
森
平
）
の
上
に
沼
森
が
覗
い
て

い
る
。
大
森
は
写
真
左
端
に
当
た
る
が
、
こ
の
角
度
か
ら
で
は

山
容
を
成
し
て
い
な
い
。

石
ヶ
森
に
つ
い
て
は
、
大
正
五
年
七
月
の
項
の
歌
稿
に
そ
の

名
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
歌
稿
に
Ａ
、
Ｂ
の
二
種
が
あ

る
。

歌
稿
Ａ



い
ま
は
は
や
た
れ
か
惑
は
ん
こ
れ
は
こ
れ
安

山
岩
の
岩
頸
に
し
て

歌
稿
Ｂ



こ
ゝ
に
立
ち
て
誰
か
惑
は
ん
／
こ
れ
は
こ
れ

岩
頸
な
せ
る
石デ

ー

サ

イ

ト

英
安
山
岩
な
り

歌
稿
Ａ
の
成
立
は
、
校
本
全
集
編
集
者
に
よ
り
「
大
正
九
年

夏
頃
」
と
推
定
さ
れ
て
お
り ）2
（
注

、
本
短
歌
は
妹
と
し
が
筆
写
し

た
個
所
に
当
た
っ
て
い
る
。
歌
稿
Ｂ
の
成
立
は
、
使
用
さ
れ
て

い
る
原
稿
用
紙
が
「
大
正
十
年
秋
頃
か
ら
十
一
年
前
半
ご
ろ
に

使
用
さ
れ
た
か
」（
同
前
注
）
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
期

間
に
成
立
時
期
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
筆
跡
は
賢
治
自

身
の
も
の
で
あ
る
。
歌
稿
Ｂ
の
歌
だ
が
、
同
原
稿
用
紙
に
は
、

は
じ
め
「
い
ま
は
は
や
た
れ
か
惑
は
ん
／
こ
れ
は
こ
れ
安
山
岩

の
岩
頸
に
し
て
。」
と
書
か
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
改
行
が

施
さ
れ
た
点
を
除
け
ば
歌
稿
Ａ
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後

賢
治
の
手
に
よ
っ
て
書
き
変
え
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
書

き
変
え
稿
が
最
終
稿
と
判
断
さ
れ
、
歌
稿
Ｂ
の
本
文
と
し
て
用

い
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

時
系
列
で
考
え
て
み
た
場
合
、
賢
治
が
地
質
調
査
を
目
的
に

石
ヶ
森
に
登
っ
た
の
が
〈
大
正
五
年
七
月

〉
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
時
の
調
査
結
果
は
、〈
大
正
六
年
三
月

〉
に
『
盛
岡
附
近

地
質
調
査
報
文
』（
以
下
『
調
査
報
文
』
と
略
す
）、「
盛
岡
附

近
地
質
図
」
と
し
て
、「
校
友
会
々
報
」
第
33
号
に
掲
載
さ
れ
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、石
ヶ
森
は「
石
英
安
山
岩
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

賢
治
た
ち
が
行
っ
た
地
質
調
査
で
は
、
安
山
岩
と
石
英
安
山
岩
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当
で
あ
る
。

次
に
注
目
す
る
の
が
、「
第
三
紀
層
を
な
せ
る
流
紋
質
凝
灰

岩
を
貫
き
て
噴
出
せ
し
も
の
」
の
箇
所
で
あ
る
。「
第
三
紀
層

を
な
せ
る
流
紋
質
凝
灰
岩
」
と
は
ど
こ
で
確
認
で
き
る
の
か
。

こ
の
課
題
は
す
で
に
拙
稿
「「
沼
森
」
―
大
正
五
年
七
月
の
地

質
調
査
ル
ー
ト
―
」（
前
出
）
で
考
察
し
た
が
、
そ
の
こ
と
に

加
え
、
こ
の
付
近
一
帯
は
、
飯
岡
層
と
呼
ば
れ
る
新
第
三
紀
中

新
世
の
地
層
で
、
石
ヶ
森
や
大
森
、
沼
森
は
そ
の
基
盤
と
な
る

層
を
突
き
破
っ
て
噴
出
し
た
新
た
な
マ
グ
マ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。こ

の
場
合
問
題
と
な
る
の
は
、
石
ヶ
森
や
沼
森
を
、
賢
治
が

岩
頸
と
判
断
し
た
こ
と
と
の
矛
盾
で
あ
る
。『
調
査
報
文
』で
は
、

マ
グ
マ
が
地
上
に
噴
出
し
た
よ
う
に
読
め
る
の
だ
が
、
も
し
そ

う
だ
と
す
る
な
ら
、そ
れ
を
岩
頸
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
岩
頸
と
は
マ
グ
マ
が
火
道
内
で
固
ま
っ
た
も
の
を

指
す
か
ら
で
あ
る
。

賢
治
は
、
ど
の
段
階
で
石
ヶ
森
を
岩
頸
と
認
識
し
た
の
だ
ろ

う
か
。「
い
ま
は
は
や
た
れ
か
惑
は
ん
」（
歌
稿
Ａ
）、「
こ
ゝ
に

立
ち
て
誰
か
惑
は
ん
」（
歌
稿
Ｂ
）
か
ら
は
、
賢
治
が
石
ヶ
森

の
山
頂
に
立
ち
、
岩
石
を
観
察
し
た
結
果
と
し
て
岩
頸
で
あ
る

こ
と
を
確
信
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
、
石
ヶ
森
の
岩
石
が
火
道
内
で
凝
結
し
た
マ
グ
マ
で
あ

る
こ
と
を
、
賢
治
は
ど
の
よ
う
に
判
断
、
確
信
し
た
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

石
ヶ
森
が
岩
頸
で
あ
る
か
否
か
を
考
察
し
た
先
行
研
究
は
、

管
見
の
限
り
で
は
存
在
し
て
い
な
い
。
賢
治
が
岩
頸
と
記
し
て

い
る
か
ら
岩
頸
な
の
だ
ろ
う
と
捉
え
、
賢
治
の
地
質
学
者
と
し

て
の
知
見
に
疑
問
を
さ
し
は
さ
む
研
究
者
は
こ
れ
ま
で
い
な

か
っ
た
よ
う
だ
。
現
在
の
地
質
学
か
ら
は
、
賢
治
が
石
英
安
山

岩
地
帯
と
観
察
し
た
岩
石
帯
は
、「
三
ッ
森
山
安
山
岩
類
」
と

土
井
宣
夫
が
命
名
し
た
区
分
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
思
わ
れ
る ）5
（
注

。

土
井
に
よ
れ
ば
「
岩
手
火
山
の
北
東
部
〜
南
東
部
に
か
け
て
、

三
ッ
森
山
、
谷
地
山
な
ど
の
低
い
山
塊
を
形
成
す
る
輝
石
安
山

岩
質
溶
岩
を
主
体
と
す
る
火
山
岩
類
」
が
存
在
し
、「
熱
水
変

質
を
ほ
と
ん
ど
受
け
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
他
の
中
新
世
火
山

岩
類
と
明
瞭
に
区
分
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
土
井
以
前
の
地

質
学
者
は
、
土
井
が
三
ッ
森
山
安
山
岩
類
と
し
て
区
分
し
た
輝

石
安
山
岩
山
塊
を
、
熱
水
に
よ
る
変
質
を
受
け
た
新
第
三
紀
中

新
世
の
火
山
岩
地
帯
と
判
断
し
て
い
た
。
そ
れ
は
燧
石
山
、
高

峰
山
、
烏
泊
山
等
の
あ
る
山
塊
だ
が
、
賢
治
ら
が
行
っ
た
地
質

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（4）

お
け
る
二
酸
化
ケ
イ
素
の
重
量
比
（
63-

70
％
）
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
賢
治
が
学
ん
で
い
た
明
治

か
ら
大
正
に
か
け
て
の
地
質
学
は
、
土
壌
学
と
の
密
接
な
つ
な

が
り
か
ら
、
石
英
の
結
晶
を
含
む
安
山
岩
と
そ
う
で
な
い
安
山

岩
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。
林

業
、
農
業
に
よ
り
適
し
て
い
る
の
は
中
性
岩
で
あ
る
安
山
岩
が

風
化
し
た
土
壌
で
あ
り
、
石
英
結
晶
を
含
む
石
英
安
山
岩
の
よ

う
な
酸
性
岩
の
風
化
土
壌
は
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
生
育
に

適
さ
ず
、
ア
カ
マ
ツ
な
ど
が
植
林
さ
れ
る
。

作
品
「
沼
森
」
の
な
か
で
、
賢
治
は
大
森
を
「
黒
く
松
を
こ

め
ぜ
い
た
く
さ
う
に
肥
っ
て
ゐ
る
」
と
表
現
し
た
う
え
で
、「
実

は
ど
っ
ち
も
石デ

サ

イ

ト

英
安
山
岩
だ
」
と
記
し
て
い
る
。
賢
治
の
い
う

「
松
」
は
南
部
ア
カ
マ
ツ
と
呼
ば
れ
る
松
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
現
在
に
お
い
て
も
大
森
の
一
部
は
南
部
ア
カ
マ
ツ
で
黒
々

と
し
た
姿
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
石
ヶ
森
は
稜
線
に

岩
石
が
露
出
し
、
急
勾
配
の
斜
面
に
南
部
ア
カ
マ
ツ
は
ま
ば
ら

に
生
え
る
だ
け
で
群
生
（
林
）
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

二
　
石
ヶ
森
の
成
因

賢
治
は
、石
ヶ
森
の
成
因
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。

『
調
査
報
文
』
に
お
け
る
「
石
英
安
山
岩
」
の
説
明
個
所
を
確

認
す
る
と
、「
本
岩
は
往
々
頁
岩
の
破
片
を
含
み
恐
ら
く
は
第

三
紀
層
を
な
せ
る
流
紋
質
凝
灰
岩
を
貫
き
て
噴
出
せ
し
も
の
の

如
し
」と
あ
る
。こ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
が「
頁
岩
の
破
片
」

の
存
在
で
あ
る
。
石
英
安
山
岩
が
「
頁
岩
の
破
片
」
を
含
ん
で

い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
地
質
学
用
語
で
捕
獲
岩
（
ゼ

ノ
リ
ス
）
と
い
う
が
、
捕
獲
岩
が
肉
眼
レ
ベ
ル
で
観
察
で
き
る

の
は
、
石
ヶ
森
の
岩
石
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
（
写
真
２
）。

し
た
が
っ
て
「
本
岩
」
と
は
、
石
ヶ
森
の
岩
石
観
察
か
ら
得

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
可
能
性
が
高
い
。『
調
査
報
文
』

に
お
い
て
石
英
安
山
岩
か
ら
成
る
山
は
、
石
ヶ
森
の
ほ
か
大
森

や
沼
森
を
含
む
が
、
実
際
に
岩
石
を
露
頭
と
し
て
観
察
で
き
る

の
は
石
ヶ
森
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
大
森
は
沢
筋
に
入
れ
ば

大
量
の
転
石
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
賢
治
は
尾
根
筋
を

登
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
可
能
だ
っ
た
の
は
土
中
か
ら
姿

を
見
せ
る
転
石
の
採
取
で
あ
ろ
う
。
ま
た
沼
森
の
場
合
、
山
裾

の
あ
た
り
が
風
化
し
た
土
か
火
山
灰
の
よ
う
な
土
に
覆
わ
れ
、

大
正
六
年
七
月
の
地
質
調
査
当
時
も
同
様
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
賢
治
は
土
中
か
ら
転
石
の
よ
う
な
岩
石

を
掘
り
だ
し
、
サ
ン
プ
ル
と
し
て
採
取
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
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当
で
あ
る
。

次
に
注
目
す
る
の
が
、「
第
三
紀
層
を
な
せ
る
流
紋
質
凝
灰

岩
を
貫
き
て
噴
出
せ
し
も
の
」
の
箇
所
で
あ
る
。「
第
三
紀
層

を
な
せ
る
流
紋
質
凝
灰
岩
」
と
は
ど
こ
で
確
認
で
き
る
の
か
。

こ
の
課
題
は
す
で
に
拙
稿
「「
沼
森
」
―
大
正
五
年
七
月
の
地

質
調
査
ル
ー
ト
―
」（
前
出
）
で
考
察
し
た
が
、
そ
の
こ
と
に

加
え
、
こ
の
付
近
一
帯
は
、
飯
岡
層
と
呼
ば
れ
る
新
第
三
紀
中

新
世
の
地
層
で
、
石
ヶ
森
や
大
森
、
沼
森
は
そ
の
基
盤
と
な
る

層
を
突
き
破
っ
て
噴
出
し
た
新
た
な
マ
グ
マ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。こ

の
場
合
問
題
と
な
る
の
は
、
石
ヶ
森
や
沼
森
を
、
賢
治
が

岩
頸
と
判
断
し
た
こ
と
と
の
矛
盾
で
あ
る
。『
調
査
報
文
』で
は
、

マ
グ
マ
が
地
上
に
噴
出
し
た
よ
う
に
読
め
る
の
だ
が
、
も
し
そ

う
だ
と
す
る
な
ら
、そ
れ
を
岩
頸
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
岩
頸
と
は
マ
グ
マ
が
火
道
内
で
固
ま
っ
た
も
の
を

指
す
か
ら
で
あ
る
。

賢
治
は
、
ど
の
段
階
で
石
ヶ
森
を
岩
頸
と
認
識
し
た
の
だ
ろ

う
か
。「
い
ま
は
は
や
た
れ
か
惑
は
ん
」（
歌
稿
Ａ
）、「
こ
ゝ
に

立
ち
て
誰
か
惑
は
ん
」（
歌
稿
Ｂ
）
か
ら
は
、
賢
治
が
石
ヶ
森

の
山
頂
に
立
ち
、
岩
石
を
観
察
し
た
結
果
と
し
て
岩
頸
で
あ
る

こ
と
を
確
信
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
、
石
ヶ
森
の
岩
石
が
火
道
内
で
凝
結
し
た
マ
グ
マ
で
あ

る
こ
と
を
、
賢
治
は
ど
の
よ
う
に
判
断
、
確
信
し
た
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

石
ヶ
森
が
岩
頸
で
あ
る
か
否
か
を
考
察
し
た
先
行
研
究
は
、

管
見
の
限
り
で
は
存
在
し
て
い
な
い
。
賢
治
が
岩
頸
と
記
し
て

い
る
か
ら
岩
頸
な
の
だ
ろ
う
と
捉
え
、
賢
治
の
地
質
学
者
と
し

て
の
知
見
に
疑
問
を
さ
し
は
さ
む
研
究
者
は
こ
れ
ま
で
い
な

か
っ
た
よ
う
だ
。
現
在
の
地
質
学
か
ら
は
、
賢
治
が
石
英
安
山

岩
地
帯
と
観
察
し
た
岩
石
帯
は
、「
三
ッ
森
山
安
山
岩
類
」
と

土
井
宣
夫
が
命
名
し
た
区
分
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
思
わ
れ
る ）5
（
注

。

土
井
に
よ
れ
ば
「
岩
手
火
山
の
北
東
部
〜
南
東
部
に
か
け
て
、

三
ッ
森
山
、
谷
地
山
な
ど
の
低
い
山
塊
を
形
成
す
る
輝
石
安
山

岩
質
溶
岩
を
主
体
と
す
る
火
山
岩
類
」
が
存
在
し
、「
熱
水
変

質
を
ほ
と
ん
ど
受
け
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
他
の
中
新
世
火
山

岩
類
と
明
瞭
に
区
分
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
土
井
以
前
の
地

質
学
者
は
、
土
井
が
三
ッ
森
山
安
山
岩
類
と
し
て
区
分
し
た
輝

石
安
山
岩
山
塊
を
、
熱
水
に
よ
る
変
質
を
受
け
た
新
第
三
紀
中

新
世
の
火
山
岩
地
帯
と
判
断
し
て
い
た
。
そ
れ
は
燧
石
山
、
高

峰
山
、
烏
泊
山
等
の
あ
る
山
塊
だ
が
、
賢
治
ら
が
行
っ
た
地
質

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（4）

お
け
る
二
酸
化
ケ
イ
素
の
重
量
比
（
63-

70
％
）
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
賢
治
が
学
ん
で
い
た
明
治

か
ら
大
正
に
か
け
て
の
地
質
学
は
、
土
壌
学
と
の
密
接
な
つ
な

が
り
か
ら
、
石
英
の
結
晶
を
含
む
安
山
岩
と
そ
う
で
な
い
安
山

岩
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。
林

業
、
農
業
に
よ
り
適
し
て
い
る
の
は
中
性
岩
で
あ
る
安
山
岩
が

風
化
し
た
土
壌
で
あ
り
、
石
英
結
晶
を
含
む
石
英
安
山
岩
の
よ

う
な
酸
性
岩
の
風
化
土
壌
は
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
生
育
に

適
さ
ず
、
ア
カ
マ
ツ
な
ど
が
植
林
さ
れ
る
。

作
品
「
沼
森
」
の
な
か
で
、
賢
治
は
大
森
を
「
黒
く
松
を
こ

め
ぜ
い
た
く
さ
う
に
肥
っ
て
ゐ
る
」
と
表
現
し
た
う
え
で
、「
実

は
ど
っ
ち
も
石デ

サ

イ

ト

英
安
山
岩
だ
」
と
記
し
て
い
る
。
賢
治
の
い
う

「
松
」
は
南
部
ア
カ
マ
ツ
と
呼
ば
れ
る
松
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
現
在
に
お
い
て
も
大
森
の
一
部
は
南
部
ア
カ
マ
ツ
で
黒
々

と
し
た
姿
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
石
ヶ
森
は
稜
線
に

岩
石
が
露
出
し
、
急
勾
配
の
斜
面
に
南
部
ア
カ
マ
ツ
は
ま
ば
ら

に
生
え
る
だ
け
で
群
生
（
林
）
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

二
　
石
ヶ
森
の
成
因

賢
治
は
、石
ヶ
森
の
成
因
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。

『
調
査
報
文
』
に
お
け
る
「
石
英
安
山
岩
」
の
説
明
個
所
を
確

認
す
る
と
、「
本
岩
は
往
々
頁
岩
の
破
片
を
含
み
恐
ら
く
は
第

三
紀
層
を
な
せ
る
流
紋
質
凝
灰
岩
を
貫
き
て
噴
出
せ
し
も
の
の

如
し
」と
あ
る
。こ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
が「
頁
岩
の
破
片
」

の
存
在
で
あ
る
。
石
英
安
山
岩
が
「
頁
岩
の
破
片
」
を
含
ん
で

い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
地
質
学
用
語
で
捕
獲
岩
（
ゼ

ノ
リ
ス
）
と
い
う
が
、
捕
獲
岩
が
肉
眼
レ
ベ
ル
で
観
察
で
き
る

の
は
、
石
ヶ
森
の
岩
石
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
（
写
真
２
）。

し
た
が
っ
て
「
本
岩
」
と
は
、
石
ヶ
森
の
岩
石
観
察
か
ら
得

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
可
能
性
が
高
い
。『
調
査
報
文
』

に
お
い
て
石
英
安
山
岩
か
ら
成
る
山
は
、
石
ヶ
森
の
ほ
か
大
森

や
沼
森
を
含
む
が
、
実
際
に
岩
石
を
露
頭
と
し
て
観
察
で
き
る

の
は
石
ヶ
森
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
大
森
は
沢
筋
に
入
れ
ば

大
量
の
転
石
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
賢
治
は
尾
根
筋
を

登
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
可
能
だ
っ
た
の
は
土
中
か
ら
姿

を
見
せ
る
転
石
の
採
取
で
あ
ろ
う
。
ま
た
沼
森
の
場
合
、
山
裾

の
あ
た
り
が
風
化
し
た
土
か
火
山
灰
の
よ
う
な
土
に
覆
わ
れ
、

大
正
六
年
七
月
の
地
質
調
査
当
時
も
同
様
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
賢
治
は
土
中
か
ら
転
石
の
よ
う
な
岩
石

を
掘
り
だ
し
、
サ
ン
プ
ル
と
し
て
採
取
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
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の
形
状
は
地
上
に
噴
出
し
た
マ
グ
マ
と
い
う
よ
り
も
、岩
脈（
ダ

イ
ク
）
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
岩
脈
は
岩
頸
と
同
様
マ
グ
マ

が
地
上
に
噴
出
し
た
も
の
で
な
く
、
噴
出
前
に
固
ま
っ
た
も
の

で
あ
る
。「
第
三
紀
層
を
な
せ
る
流
紋
質
凝
灰
岩
を
貫
き
て
噴

出
せ
し
も
の
」
と
い
う
『
調
査
報
文
』
の
記
述
を
当
て
は
め
る

な
ら
、石
ヶ
森
山
頂
付
近
に
露
出
す
る
岩
石
は
、マ
グ
マ
が
「
第

三
紀
層
」
の
「
流
紋
質
凝
灰
岩
」
の
亀
裂
に
侵
入
し
、
岩
脈
と

し
て
板
状
に
固
ま
っ
た
も
の
で
、
周
囲
の
「
流
紋
質
凝
灰
岩
」

が
風
化
し
た
結
果
、
よ
り
硬
質
な
岩
脈
部
分
が
残
さ
れ
た
と
見

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
大
き
な
筒
状
を
成
せ
ば
火
道
内

の
マ
グ
マ
が
凝
結
し
た
岩
頸
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
岩
脈
も
岩

頸
も
地
上
に
噴
出
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
、
賢
治

の
時
代
に
は
「
脈
岩
」
と
呼
ば
れ
て
い
た ）6
（
注

。
脈
岩
の
特
徴
は
、

地
上
に
噴
出
し
た
マ
グ
マ
に
比
べ
、
ゆ
っ
く
り
と
冷
却
す
る
こ

と
に
あ
る
。

石
ヶ
森
の
岩
石
は
賢
治
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
観
察
さ
れ
て

い
た
の
か
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
調
査
報
文
』
に
は
、「
図

幅
の
北
西
隅
石
ヶ
森
附
近
に
稍
々
広
く
現
出
し
灰
白
色
な
る
石

基
中
に
斜
長
石
石
英
及
び
疎
に
稍
々
大
な
る
黒
色
の
輝
石
を
散

点
す
」
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
石
ヶ
森
付
近
の
岩
石
は
、

斜
長
石
、
石
英
、
輝
石
の
斑
晶
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
分
析
は
肉
眼
で
も
で
き
な
く
は
な
い
が
、
必

ず
サ
ン
プ
ル
は
研
究
室
に
持
ち
帰
ら
れ
、
薄
片
に
作
成
さ
れ
、

偏
光
顕
微
鏡
下
で
の
観
察
が
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
現
在
の

岩
手
大
学
農
学
部
に
は
、
当
時
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
数
多

く
の
岩
石
薄
片
プ
レ
パ
ラ
ー
ト
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
の

幾
つ
か
は
賢
治
の
筆
跡
で
あ
る
こ
と
が
井
上
克
弘
に
よ
っ
て
報

告
さ
れ
て
い
る ）7
（
注

。

ま
た
、私
が
継
続
的
に
岩
石
の
分
析
を
依
頼
し
て
い
る
、（
有
）

考
古
石
材
研
究
所
や
（
株
）Fuji

地
質
学
研
究
所
の
報
告
に
よ

れ
ば
、
石
ヶ
森
の
岩
石
は
、
比
較
的
ゆ
っ
く
り
冷
却
、
凝
固
し

て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
石
ヶ

森
の
岩
石
は
斑
晶
と
石
基
か
ら
な
る
が
、
石
基
部
分
が
完
晶

質
で
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の
こ
と
が
分
か
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

石
ヶ
森
の
岩
石
が
深
成
岩
で
な
い
こ
と
は
肉
眼
で
も
明
ら
か
だ

が
、
地
上
噴
火
し
た
通
常
の
火
山
岩
の
場
合
、
石
基
部
分
が
ガ

ラ
ス
質
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
、そ
の
よ
う
な
火
山
岩
と
、

石
基
部
分
が
完
晶
質
の
石
ヶ
森
の
岩
石
は
区
別
さ
れ
る
の
で
あ

る
。つ
ま
り
、石
ヶ
森
の
岩
石
の
成
因
は
、岩
脈
と
い
う
脈
岩（
半

深
成
岩
）
の
成
因
と
一
致
し
て
い
る
と
言
え
、
露
頭
岩
石
の
観

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（6）

調
査
で
は
、
石
ヶ
森
や
沼
森
ら
を
「
新
火
山
」
と
し
て
、「
水

成
岩
」
で
あ
る
新
第
三
紀
中
新
世
の
火
山
岩
塊
（
燧
石
山
、
高

峰
山
、
烏
泊
山
等
）
と
は
明
確
に
区
別
し
て
お
り
、
土
井
の
調

査
結
果
と
賢
治
ら
の
調
査
結
果
と
に
大
き
な
差
は
な
い
こ
と
に

な
る
。

土
井
の
見
解
を
正
確
に
当
て
は
め
た
場
合
、
石
ヶ
森
、
大
森

は
三
ッ
森
山
安
山
岩
類
に
含
ま
れ
る
が
、
沼
森
は
該
当
し
て
い

な
い
。
飯
岡
層
に
分
類
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
沼
森
を
新

第
三
紀
中
新
世
に
分
類
す
る
こ
と
は
本
論
後
段
に
示
す
薄
片
の

観
察
結
果
と
一
致
せ
ず
、本
論
に
お
い
て
は
、賢
治
が
作
品
「
沼

森
」
に
記
し
た
よ
う
に
、
石
ヶ
森
と
沼
森
は
「
血
統
が
非
常
に

近
い
も
の
」
と
い
う
見
解
の
ほ
う
が
正
し
い
と
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
石
ヶ
森
や
沼
森
は
な
ぜ
、
賢
治
に
よ
っ
て

短
歌
や
散
文
作
品
で
岩
頸
と
書
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
も
し
、
賢
治
に
石
ヶ
森
や
沼
森
を
岩
頸
と
認
識
す
る
こ

と
が
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
、歌
稿
Ａ
、Ｂ
の
短
歌
や
作
品
「
沼

森
」
は
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
賢
治
に

と
っ
て
、
石
ヶ
森

や
沼
森
は
岩
頸
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
賢
治
は
地
質
調
査
の
段
階
か
ら
石
ヶ
森
や
沼
森

を
岩
頸
と
判
断
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
後
の
ど
こ
か
の
段

階
で
岩
頸
で
あ
る
と
の
認
識
に
至
っ
た
の
か
、
こ
の
問
題
は
、

賢
治
の
岩
頸
表
象
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
か
ら
見
た
場
合
、
と

て
も
興
味
深
い
も
の
な
の
だ
が
、
本
論
の
み
で
結
論
を
出
す
こ

と
は
困
難
な
こ
と
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、

以
下
の
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
る
。

賢
治
は
学
術
的
な『
調
査
報
文
』に
は「
噴
出
せ
し
も
の
」と
、

地
上
噴
火
を
思
わ
せ
る
火
山
岩
（
安
山
岩
に
し
ろ
石
英
安
山
岩

に
し
ろ
）
と
し
て
記
述
し
て
い
る
が
、
短
歌
や
散
文
作
品
に
お

い
て
は
火
道
内
で
凝
固
し
た
岩
頸
と
し
て
描
い
て
お
り
、
賢
治

作
品
に
お
け
る
岩
頸
表
象
は
、
か
な
ら
ず
し
も
地
質
学
的
裏
付

け
を
有
し
た
も
の
と
言
い
得
る
わ
け
で
は
な
い
。

三
　
石
ヶ
森
は
岩
頸
か

賢
治
の
書
き
残
し
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
地
質
学
的
な
分
析
を
す

る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
ら

れ
た
デ
ー
タ
か
ら
、
賢
治
が
石
ヶ
森
を
岩
頸
と
認
識
す
る
根
拠

は
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、考
察
し
て
み
た
い
。石
ヶ

森
は
頂
上
付
近
に
岩
石
の
露
頭
が
確
認
で
き
る
（
写
真
３
）。

こ
の
露
頭
は
、
稜
線
に
沿
っ
て
細
長
く
露
出
し
て
お
り
、
そ
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の
形
状
は
地
上
に
噴
出
し
た
マ
グ
マ
と
い
う
よ
り
も
、岩
脈（
ダ

イ
ク
）
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
岩
脈
は
岩
頸
と
同
様
マ
グ
マ

が
地
上
に
噴
出
し
た
も
の
で
な
く
、
噴
出
前
に
固
ま
っ
た
も
の

で
あ
る
。「
第
三
紀
層
を
な
せ
る
流
紋
質
凝
灰
岩
を
貫
き
て
噴

出
せ
し
も
の
」
と
い
う
『
調
査
報
文
』
の
記
述
を
当
て
は
め
る

な
ら
、石
ヶ
森
山
頂
付
近
に
露
出
す
る
岩
石
は
、マ
グ
マ
が
「
第

三
紀
層
」
の
「
流
紋
質
凝
灰
岩
」
の
亀
裂
に
侵
入
し
、
岩
脈
と

し
て
板
状
に
固
ま
っ
た
も
の
で
、
周
囲
の
「
流
紋
質
凝
灰
岩
」

が
風
化
し
た
結
果
、
よ
り
硬
質
な
岩
脈
部
分
が
残
さ
れ
た
と
見

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
大
き
な
筒
状
を
成
せ
ば
火
道
内

の
マ
グ
マ
が
凝
結
し
た
岩
頸
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
岩
脈
も
岩

頸
も
地
上
に
噴
出
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
、
賢
治

の
時
代
に
は
「
脈
岩
」
と
呼
ば
れ
て
い
た ）6
（
注

。
脈
岩
の
特
徴
は
、

地
上
に
噴
出
し
た
マ
グ
マ
に
比
べ
、
ゆ
っ
く
り
と
冷
却
す
る
こ

と
に
あ
る
。

石
ヶ
森
の
岩
石
は
賢
治
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
観
察
さ
れ
て

い
た
の
か
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
調
査
報
文
』
に
は
、「
図

幅
の
北
西
隅
石
ヶ
森
附
近
に
稍
々
広
く
現
出
し
灰
白
色
な
る
石

基
中
に
斜
長
石
石
英
及
び
疎
に
稍
々
大
な
る
黒
色
の
輝
石
を
散

点
す
」
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
石
ヶ
森
付
近
の
岩
石
は
、

斜
長
石
、
石
英
、
輝
石
の
斑
晶
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
分
析
は
肉
眼
で
も
で
き
な
く
は
な
い
が
、
必

ず
サ
ン
プ
ル
は
研
究
室
に
持
ち
帰
ら
れ
、
薄
片
に
作
成
さ
れ
、

偏
光
顕
微
鏡
下
で
の
観
察
が
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
現
在
の

岩
手
大
学
農
学
部
に
は
、
当
時
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
数
多

く
の
岩
石
薄
片
プ
レ
パ
ラ
ー
ト
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
の

幾
つ
か
は
賢
治
の
筆
跡
で
あ
る
こ
と
が
井
上
克
弘
に
よ
っ
て
報

告
さ
れ
て
い
る ）7
（
注

。

ま
た
、私
が
継
続
的
に
岩
石
の
分
析
を
依
頼
し
て
い
る
、（
有
）

考
古
石
材
研
究
所
や
（
株
）Fuji

地
質
学
研
究
所
の
報
告
に
よ

れ
ば
、
石
ヶ
森
の
岩
石
は
、
比
較
的
ゆ
っ
く
り
冷
却
、
凝
固
し

て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
石
ヶ

森
の
岩
石
は
斑
晶
と
石
基
か
ら
な
る
が
、
石
基
部
分
が
完
晶

質
で
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の
こ
と
が
分
か
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

石
ヶ
森
の
岩
石
が
深
成
岩
で
な
い
こ
と
は
肉
眼
で
も
明
ら
か
だ

が
、
地
上
噴
火
し
た
通
常
の
火
山
岩
の
場
合
、
石
基
部
分
が
ガ

ラ
ス
質
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
、そ
の
よ
う
な
火
山
岩
と
、

石
基
部
分
が
完
晶
質
の
石
ヶ
森
の
岩
石
は
区
別
さ
れ
る
の
で
あ

る
。つ
ま
り
、石
ヶ
森
の
岩
石
の
成
因
は
、岩
脈
と
い
う
脈
岩（
半

深
成
岩
）
の
成
因
と
一
致
し
て
い
る
と
言
え
、
露
頭
岩
石
の
観

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（6）

調
査
で
は
、
石
ヶ
森
や
沼
森
ら
を
「
新
火
山
」
と
し
て
、「
水

成
岩
」
で
あ
る
新
第
三
紀
中
新
世
の
火
山
岩
塊
（
燧
石
山
、
高

峰
山
、
烏
泊
山
等
）
と
は
明
確
に
区
別
し
て
お
り
、
土
井
の
調

査
結
果
と
賢
治
ら
の
調
査
結
果
と
に
大
き
な
差
は
な
い
こ
と
に

な
る
。

土
井
の
見
解
を
正
確
に
当
て
は
め
た
場
合
、
石
ヶ
森
、
大
森

は
三
ッ
森
山
安
山
岩
類
に
含
ま
れ
る
が
、
沼
森
は
該
当
し
て
い

な
い
。
飯
岡
層
に
分
類
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
沼
森
を
新

第
三
紀
中
新
世
に
分
類
す
る
こ
と
は
本
論
後
段
に
示
す
薄
片
の

観
察
結
果
と
一
致
せ
ず
、本
論
に
お
い
て
は
、賢
治
が
作
品
「
沼

森
」
に
記
し
た
よ
う
に
、
石
ヶ
森
と
沼
森
は
「
血
統
が
非
常
に

近
い
も
の
」
と
い
う
見
解
の
ほ
う
が
正
し
い
と
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
石
ヶ
森
や
沼
森
は
な
ぜ
、
賢
治
に
よ
っ
て

短
歌
や
散
文
作
品
で
岩
頸
と
書
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
も
し
、
賢
治
に
石
ヶ
森
や
沼
森
を
岩
頸
と
認
識
す
る
こ

と
が
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
、歌
稿
Ａ
、Ｂ
の
短
歌
や
作
品
「
沼

森
」
は
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
賢
治
に

と
っ
て
、
石
ヶ
森

や
沼
森
は
岩
頸
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
賢
治
は
地
質
調
査
の
段
階
か
ら
石
ヶ
森
や
沼
森

を
岩
頸
と
判
断
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
後
の
ど
こ
か
の
段

階
で
岩
頸
で
あ
る
と
の
認
識
に
至
っ
た
の
か
、
こ
の
問
題
は
、

賢
治
の
岩
頸
表
象
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
か
ら
見
た
場
合
、
と

て
も
興
味
深
い
も
の
な
の
だ
が
、
本
論
の
み
で
結
論
を
出
す
こ

と
は
困
難
な
こ
と
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、

以
下
の
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
る
。

賢
治
は
学
術
的
な『
調
査
報
文
』に
は「
噴
出
せ
し
も
の
」と
、

地
上
噴
火
を
思
わ
せ
る
火
山
岩
（
安
山
岩
に
し
ろ
石
英
安
山
岩

に
し
ろ
）
と
し
て
記
述
し
て
い
る
が
、
短
歌
や
散
文
作
品
に
お

い
て
は
火
道
内
で
凝
固
し
た
岩
頸
と
し
て
描
い
て
お
り
、
賢
治

作
品
に
お
け
る
岩
頸
表
象
は
、
か
な
ら
ず
し
も
地
質
学
的
裏
付

け
を
有
し
た
も
の
と
言
い
得
る
わ
け
で
は
な
い
。

三
　
石
ヶ
森
は
岩
頸
か

賢
治
の
書
き
残
し
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
地
質
学
的
な
分
析
を
す

る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
ら

れ
た
デ
ー
タ
か
ら
、
賢
治
が
石
ヶ
森
を
岩
頸
と
認
識
す
る
根
拠

は
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、考
察
し
て
み
た
い
。石
ヶ

森
は
頂
上
付
近
に
岩
石
の
露
頭
が
確
認
で
き
る
（
写
真
３
）。

こ
の
露
頭
は
、
稜
線
に
沿
っ
て
細
長
く
露
出
し
て
お
り
、
そ



–73–

「文学部紀要」文教大学文学部　35 - 1号　鈴木健司

（9）

き
る
と
し
て
い
る
。

沼
森
の
岩
石
は
灰
色
を
帯
び
新
鮮
で
あ
り
、長
石
と
石
英
、

有
色
鉱
物
を
含
ん
で
い
る
（Fig

37
）。
薄
片
に
し
て
顕

微
鏡
で
調
べ
る
と
、
輝
石
デ
イ
サ
イ
ト
で
珪
化
作
用
を
受

け
て
い
な
い
（Fig

38
）

拙
著
に
お
い
て
沼
森
の
岩
石
は
、
石
ヶ
森
と
同
様
に
サ
ン
プ

ル
写
真
と
偏
光
顕
微
鏡
写
真
を
添
え
、
石
英
結
晶
を
含
む
安
山

岩
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
照
井
が
「
珪
化
作
用
を
受
け
て
い

な
い
」
と
記
し
た
の
は
、新
第
三
紀
中
新
世
の
山
塊
（
燧
石
山
、

高
峰
山
、
烏
泊
山
等
）
と
異
な
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ

ろ
う
。

そ
の
他
、
石
ヶ
森
と
沼
森
の
岩
石
を
比
較
し
た
場
合
の
色
の

違
い
に
つ
い
て
多
少
の
疑
問
が
残
る
。
私
の
観
察
で
は
、
石
ヶ

森
（
写
真
４
）
の
方
が
沼
森
（
写
真
５
）
よ
り
も
白
っ
ぽ
く
見

え
る
の
で
あ
る
が
、
照
井
に
よ
れ
ば
、
石
ヶ
森
は
「
灰
〜
褐
色
」

で
沼
森
は
「
灰
色
」
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
石
ヶ
森
よ
り

も
沼
森
の
方
が
白
っ
ぽ
い
と
い
う
観
察
で
あ
ろ
う
。
岩
石
の
色

は
同
じ
マ
グ
マ
か
ら
で
き
た
も
の
で
も
、
冷
却
状
態
や
風
化
作

用
に
よ
り
大
き
く
変
化
す
る
の
で
、
必
ず
し
も
同
じ
よ
う
な
色

合
い
に
な
る
と
は
言
え
な
い
が
、
石
ヶ
森
も
沼
森
も
岩
石
は
新

鮮
な
サ
ン
プ
ル
の
採
取
が
可
能
で
、
特
に
石
ヶ
森
は
、
そ
の
名

の
通
り
、
稜
線
に
岩
石
が
大
き
く
露
出
し
て
お
り
、
そ
の
ど
の

部
分
か
ら
サ
ン
プ
ル
を
採
取
し
た
と
し
て
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な

も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
照
井
は
露

頭
の
ど
こ
の
部
分
か
ら
サ
ン
プ
ル
を
採
取
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
点
疑
問
が
あ
る
。
沼
森
を
「
デ
イ
サ
イ
ト
」
と
判
断

し
て
い
る
こ
と
の
根
拠
で
あ
る
。
照
井
の
用
い
る
デ
イ
サ
イ
ト

の
定
義
は
お
そ
ら
く
、
現
在
一
般
的
に
流
布
し
て
い
る
都
城
・

久
城
（1975

）
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
デ
イ
サ
イ
ト

の
場
合
二
酸
化
ケ
イ
素
の
重
量
比
が
63-

70
％
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
照
井
が
石
ヶ
森
を
「
輝
石
安
山
岩
」
と
鑑
定
し
、
沼
森

を
「
輝
石
デ
イ
サ
イ
ト
」
と
鑑
定
し
た
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
一
般
に
デ
イ
サ
イ
ト
は
安
山
岩
に
比
べ
白
っ
ぽ
く

見
え
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
石
英
の
含
有
比
率
が
増
え
て
い

る
こ
と
と
関
連
す
る
の
だ
が
、
肉
眼
で
デ
イ
サ
イ
ト
と
判
断
で

き
る
ほ
ど
、
沼
森
の
岩
石
が
白
っ
ぽ
い
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

そ
れ
が
石
ヶ
森
の
岩
石
な
ら
ば
そ
の
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い

が
、
沼
森
を
あ
え
て
デ
イ
サ
イ
ト
と
鑑
定
す
る
に
は
、
た
と
え

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（8）

察
結
果
を
裏
付
け
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、沼
森
の
場
合
、石
ヶ

森
の
石
基
ほ
ど
完
晶
質
を
示
し
て
お
ら
ず
。
地
上
噴
火
の
可
能

性
が
高
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
石
ヶ
森
の
山
頂
の
露
頭
部
分
が
岩
脈
で
あ
っ
た
と
し

て
、
そ
れ
を
も
っ
て
賢
治
が
岩
頸
と
判
断
、
認
識
し
た
か
ど
う

か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
。
こ
の
段
階
で
言
い
得

る
こ
と
は
、
賢
治
の
時
代
の
地
質
学
に
お
い
て
、
岩
脈
や
岩
頸

は
脈
岩
と
し
て
分
類
さ
れ
て
お
り
、
地
上
噴
火
で
あ
る
火
山
岩

（
こ
の
場
合
は
安
山
岩
）
と
は
か
な
り
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い

た
。
そ
し
て
、
岩
脈
と
岩
頸
と
は
成
因
を
同
じ
く
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
　
石
ヶ
森
は
石
英
結
晶
を
含
ん
で
い
る
か

こ
れ
ま
で
、
石
ヶ
森
や
沼
森
の
岩
石
の
偏
光
顕
微
鏡
下
で

の
分
析
は
、
拙
著
『
宮
沢
賢
治
文
学
に
お
け
る
地
学
的
想
像

力
―〈
心
象
〉と〈
現
実
〉の
谷
を
わ
た
る
―
』（
蒼
丘
書
林
、

二
〇
一
一
・
五
）
を
見
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の

後
、
亀
井
茂
・
照
井
一
明
共
著
『
宮
澤
賢
治
―
岩
手
山
麓
を
行

く
―
盛
岡
附
近
地
質
調
査
』（
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
団
栗
団
企
画
、

二
〇
一
二
・
四
）
が
刊
行
さ
れ
、
石
ヶ
森
、
沼
森
の
岩
石
の
採

取
と
、偏
光
顕
微
鏡
下
で
の
観
察
結
果
が
示
さ
れ
た
。
し
か
も
、

分
析
結
果
が
拙
著
と
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
あ

ら
た
め
て
こ
こ
で
検
討
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。

同
書
に
よ
れ
ば
、

石
ヶ
森
の
岩
石
は
全
体
が
灰
〜
褐
色
で
、
長
石
の
白
い
斑

点
と
輝
石
の
黒
い
結
晶
が
見
ら
れ
る
（Fig

29
）。
偏
光

顕
微
鏡
で
見
る
と
、
斜
長
石
と
輝
石
の
斑
晶
と
細
か
な
石

基
か
ら
な
る
典
型
的
な
輝
石
安
山
岩
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
（Fig

30
）。

こ
の
箇
所
は
地
質
学
を
専
門
と
す
る
照
井
一
明
の
担
当
で
、

偏
光
顕
微
鏡
写
真
も
添
え
ら
れ
て
い
る
。
照
井
の
判
断
で
は
、

石
英
の
結
晶
は
見
ら
れ
な
い
と
の
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
私

が
石
ヶ
森
の
山
頂
か
ら
持
ち
帰
っ
た
サ
ン
プ
ル
に
は
、
石
英
の

結
晶
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
拙
著
に
お
い

て
二
〇
一
一
年
の
段
階
で
岩
石
サ
ン
プ
ル
写
真
と
偏
光
顕
微
鏡

写
真
を
添
え
公
表
し
て
お
り
、
今
後
新
た
な
研
究
者
の
調
査
報

告
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
方
、
沼
森
に
関
し
て
は
、
照
井
も
石
英
の
結
晶
が
確
認
で
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き
る
と
し
て
い
る
。

沼
森
の
岩
石
は
灰
色
を
帯
び
新
鮮
で
あ
り
、長
石
と
石
英
、

有
色
鉱
物
を
含
ん
で
い
る
（Fig

37
）。
薄
片
に
し
て
顕

微
鏡
で
調
べ
る
と
、
輝
石
デ
イ
サ
イ
ト
で
珪
化
作
用
を
受

け
て
い
な
い
（Fig
38
）

拙
著
に
お
い
て
沼
森
の
岩
石
は
、
石
ヶ
森
と
同
様
に
サ
ン
プ

ル
写
真
と
偏
光
顕
微
鏡
写
真
を
添
え
、
石
英
結
晶
を
含
む
安
山

岩
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
照
井
が
「
珪
化
作
用
を
受
け
て
い

な
い
」
と
記
し
た
の
は
、新
第
三
紀
中
新
世
の
山
塊
（
燧
石
山
、

高
峰
山
、
烏
泊
山
等
）
と
異
な
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ

ろ
う
。

そ
の
他
、
石
ヶ
森
と
沼
森
の
岩
石
を
比
較
し
た
場
合
の
色
の

違
い
に
つ
い
て
多
少
の
疑
問
が
残
る
。
私
の
観
察
で
は
、
石
ヶ

森
（
写
真
４
）
の
方
が
沼
森
（
写
真
５
）
よ
り
も
白
っ
ぽ
く
見

え
る
の
で
あ
る
が
、
照
井
に
よ
れ
ば
、
石
ヶ
森
は
「
灰
〜
褐
色
」

で
沼
森
は
「
灰
色
」
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
石
ヶ
森
よ
り

も
沼
森
の
方
が
白
っ
ぽ
い
と
い
う
観
察
で
あ
ろ
う
。
岩
石
の
色

は
同
じ
マ
グ
マ
か
ら
で
き
た
も
の
で
も
、
冷
却
状
態
や
風
化
作

用
に
よ
り
大
き
く
変
化
す
る
の
で
、
必
ず
し
も
同
じ
よ
う
な
色

合
い
に
な
る
と
は
言
え
な
い
が
、
石
ヶ
森
も
沼
森
も
岩
石
は
新

鮮
な
サ
ン
プ
ル
の
採
取
が
可
能
で
、
特
に
石
ヶ
森
は
、
そ
の
名

の
通
り
、
稜
線
に
岩
石
が
大
き
く
露
出
し
て
お
り
、
そ
の
ど
の

部
分
か
ら
サ
ン
プ
ル
を
採
取
し
た
と
し
て
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な

も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
照
井
は
露

頭
の
ど
こ
の
部
分
か
ら
サ
ン
プ
ル
を
採
取
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
点
疑
問
が
あ
る
。
沼
森
を
「
デ
イ
サ
イ
ト
」
と
判
断

し
て
い
る
こ
と
の
根
拠
で
あ
る
。
照
井
の
用
い
る
デ
イ
サ
イ
ト

の
定
義
は
お
そ
ら
く
、
現
在
一
般
的
に
流
布
し
て
い
る
都
城
・

久
城
（1975

）
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
デ
イ
サ
イ
ト

の
場
合
二
酸
化
ケ
イ
素
の
重
量
比
が
63-

70
％
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
照
井
が
石
ヶ
森
を
「
輝
石
安
山
岩
」
と
鑑
定
し
、
沼
森

を
「
輝
石
デ
イ
サ
イ
ト
」
と
鑑
定
し
た
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
一
般
に
デ
イ
サ
イ
ト
は
安
山
岩
に
比
べ
白
っ
ぽ
く

見
え
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
石
英
の
含
有
比
率
が
増
え
て
い

る
こ
と
と
関
連
す
る
の
だ
が
、
肉
眼
で
デ
イ
サ
イ
ト
と
判
断
で

き
る
ほ
ど
、
沼
森
の
岩
石
が
白
っ
ぽ
い
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

そ
れ
が
石
ヶ
森
の
岩
石
な
ら
ば
そ
の
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い

が
、
沼
森
を
あ
え
て
デ
イ
サ
イ
ト
と
鑑
定
す
る
に
は
、
た
と
え

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（8）

察
結
果
を
裏
付
け
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、沼
森
の
場
合
、石
ヶ

森
の
石
基
ほ
ど
完
晶
質
を
示
し
て
お
ら
ず
。
地
上
噴
火
の
可
能

性
が
高
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
石
ヶ
森
の
山
頂
の
露
頭
部
分
が
岩
脈
で
あ
っ
た
と
し

て
、
そ
れ
を
も
っ
て
賢
治
が
岩
頸
と
判
断
、
認
識
し
た
か
ど
う

か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
。
こ
の
段
階
で
言
い
得

る
こ
と
は
、
賢
治
の
時
代
の
地
質
学
に
お
い
て
、
岩
脈
や
岩
頸

は
脈
岩
と
し
て
分
類
さ
れ
て
お
り
、
地
上
噴
火
で
あ
る
火
山
岩

（
こ
の
場
合
は
安
山
岩
）
と
は
か
な
り
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い

た
。
そ
し
て
、
岩
脈
と
岩
頸
と
は
成
因
を
同
じ
く
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
　
石
ヶ
森
は
石
英
結
晶
を
含
ん
で
い
る
か

こ
れ
ま
で
、
石
ヶ
森
や
沼
森
の
岩
石
の
偏
光
顕
微
鏡
下
で

の
分
析
は
、
拙
著
『
宮
沢
賢
治
文
学
に
お
け
る
地
学
的
想
像

力
―〈
心
象
〉と〈
現
実
〉の
谷
を
わ
た
る
―
』（
蒼
丘
書
林
、

二
〇
一
一
・
五
）
を
見
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の

後
、
亀
井
茂
・
照
井
一
明
共
著
『
宮
澤
賢
治
―
岩
手
山
麓
を
行

く
―
盛
岡
附
近
地
質
調
査
』（
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
団
栗
団
企
画
、

二
〇
一
二
・
四
）
が
刊
行
さ
れ
、
石
ヶ
森
、
沼
森
の
岩
石
の
採

取
と
、偏
光
顕
微
鏡
下
で
の
観
察
結
果
が
示
さ
れ
た
。
し
か
も
、

分
析
結
果
が
拙
著
と
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
あ

ら
た
め
て
こ
こ
で
検
討
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。

同
書
に
よ
れ
ば
、

石
ヶ
森
の
岩
石
は
全
体
が
灰
〜
褐
色
で
、
長
石
の
白
い
斑

点
と
輝
石
の
黒
い
結
晶
が
見
ら
れ
る
（Fig

29
）。
偏
光

顕
微
鏡
で
見
る
と
、
斜
長
石
と
輝
石
の
斑
晶
と
細
か
な
石

基
か
ら
な
る
典
型
的
な
輝
石
安
山
岩
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
（Fig

30
）。

こ
の
箇
所
は
地
質
学
を
専
門
と
す
る
照
井
一
明
の
担
当
で
、

偏
光
顕
微
鏡
写
真
も
添
え
ら
れ
て
い
る
。
照
井
の
判
断
で
は
、

石
英
の
結
晶
は
見
ら
れ
な
い
と
の
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
私

が
石
ヶ
森
の
山
頂
か
ら
持
ち
帰
っ
た
サ
ン
プ
ル
に
は
、
石
英
の

結
晶
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
拙
著
に
お
い

て
二
〇
一
一
年
の
段
階
で
岩
石
サ
ン
プ
ル
写
真
と
偏
光
顕
微
鏡

写
真
を
添
え
公
表
し
て
お
り
、
今
後
新
た
な
研
究
者
の
調
査
報

告
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
方
、
沼
森
に
関
し
て
は
、
照
井
も
石
英
の
結
晶
が
確
認
で
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珪
長
質
鉱
物
、
輝
石
類
、
不
透
明
鉱
物
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
。石
基
の
斜
長
石
に
は
弱
い
定
向
性
が
認
め
ら
れ
る
。

〈
斑
晶
〉

斑
晶
は
斜
長
石
、
斜
方
輝
石
、
単
斜
輝
石
、
石
英
、
不
透

明
鉱
物
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
量
比
は
お
よ
そ
65
：
10
：

10
：
10
：
5
で
あ
る
。

石
英
の
粒
径
は
最
大
で
約

2.8
㎜
×
2.4
㎜

で
あ
る
。

石
ヶ
森
と
沼
森
は
、
岩
石
の
偏
光
顕
微
鏡
下
の
観
察
に
お
い

て
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
い
っ
て
よ
い
。
斑
晶
と
し
て
石
英
結
晶

を
含
む
両
輝
安
山
岩
で
あ
る
。賢
治
の
時
代
の
分
類
で
い
え
ば
、

と
も
に
石
英
安
山
岩
で
あ
る
。石
英
結
晶
を
含
む
割
合
は
、石
ヶ

森
よ
り
も
沼
森
の
方
が
や
や
多
い
よ
う
だ
。
石
英
結
晶
の
大
き

さ
は
、
石
ヶ
森
の
場
合
粒
径
は
最
大
で
約
1.6
㎜ 
×
1.6
㎜ 
、
沼
森

の
場
合
粒
径
は
最
大
で
約
2.8
㎜
×
2.4
㎜
、
と
も
に
肉
眼
で
の
観

察
が
可
能
な
大
き
さ
で
あ
る
。
し
か
し
肉
眼
観
察
だ
け
で
石
英

の
存
在
を
確
定
す
る
こ
と
は
専
門
家
で
も
難
し
く
、
賢
治
は
必

ず
薄
片
を
作
成
し
偏
光
顕
微
鏡
下
で
観
察
し
た
は
ず
で
あ
る
。

賢
治
の
こ
ろ
も
岩
石
の
化
学
組
成
分
析
は
行
わ
れ
て
い
た

が
、
石
ヶ
森
や
沼
森
に
関
し
て
の
分
析
結
果
は
残
さ
れ
て
お
ら

ず
、
化
学
組
成
分
析
を
行
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
今

回
は
、
Ｘ
Ｒ
Ｆ
分
析
に
よ
る
火
山
岩
の
全
岩
化
学
組
成
を
行
っ

た
の
で
、
そ
の
結
果
を
下
記
に
示
す
（
表
１
）。（
株
）
蒜
山
地

質
年
代
学
研
究
所
に
依
頼
し
た
。

　
表 1　 XRF分析による

火山岩の全岩化学組成． 
試料名 石ヶ森 沼森

SiO2 (wt.%) 62.84 59.34
TiO2 0.57 0.68
Al2O3 16.86 16.96
Fe2O3 7.57 9.15
MnO 0.14 0.17
MgO 2.68 3.38
CaO 6.01 6.84
Na2O 2.54 2.59
K2O 1.05 0.83
P2O5 0.05 0.09
Total 100.3 100.02
灼熱減量 1.96 0.54

（株）蒜山地質年代学研究所

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（10）

ば
全
岩
組
成
分
析
な
ど
の
デ
ー
タ
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思

う
。以

下
に
、石
ヶ
森
、沼
森
の
岩
石
の
分
析
結
果
を
示
す
。（
株
）

Fuji

地
質
学
研
究
所
の
分
析
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

試
料
「
石
ヶ
森
」

岩
石
名
：
両
輝
石
安
山
岩

岩
石
組
織
：
斑
状
組
織

斑
晶
：

斜
長
石
、
斜
方
輝
石
、
単
斜
輝
石
、
石
英
、
不
透

明
鉱
物

石
基
：
珪
長
質
鉱
物
、
斜
長
石
、
不
透
明
鉱
物
、
石
英

変
質
鉱
物
：
ス
メ
ク
タ
イ
ト
、イ
ラ
イ
ト
、
水
酸
化
鉄
鉱
物

斑
晶
と
石
基
の
量
比
は
お
よ
そ
45
：
55
で
あ
る
。
斑
晶
は

比
較
的
新
鮮
で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
変
質
鉱
物
で
置
換
さ

れ
て
い
る
。
斜
長
石
に
は
し
ば
し
ば
汚
濁
帯
が
認
め
ら
れ

る
。
石
基
は
主
珪
長
質
鉱
物
、
斜
長
石
、
石
英
か
ら
構
成

さ
れ
る
。
珪
長
質
鉱
物
の
粒
径
は
比
較
的
揃
っ
て
い
る
。

鉱
物
の
定
向
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。

〈
斑
晶
〉

斑
晶
は
斜
長
石
、
斜
方
輝
石
、
単
斜
輝
石
、
石
英
、
不
透

明
鉱
物
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
量
比
は
お
よ
そ
50
：
25
：

15
：
5
：
5
で
あ
る
。

石
英
の
粒
径
は
最
大
で
約

1.6
㎜
×
1.6
㎜

で
あ
る
。

試
料
「
沼
森
」

岩
石
名
：
両
輝
石
安
山
岩

岩
石
組
織
：
斑
状
組
織

斑
晶
：

斜
長
石
、
斜
方
輝
石
、
単
斜
輝
石
、
石
英
、
不
透

明
鉱
物

石
基
：

隠
微
晶
質
、
斜
長
石
、
珪
長
質
鉱
物
、
輝
石
類
、

不
透
明
鉱
物
、
黒
雲
母

変
質
鉱
物
：
ス
メ
ク
タ
イ
ト
、
イ
ラ
イ
ト
、
水
酸
化
鉄
鉱
物

斑
晶
と
石
基
の
量
比
は
お
よ
そ
65
：
35
で
あ
る
。
斑
晶

お
よ
び
石
基
は
比
較
的
新
鮮
で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
変
質

鉱
物
で
置
換
さ
れ
て
い
る
。
斑
晶
で
あ
る
斜
長
石
の
粒
径

は
大
小
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
斜
長
石
に
は
し
ば
し
ば
汚
濁

帯
が
認
め
ら
れ
る
。
石
基
は
主
に
隠
微
晶
質
、
斜
長
石
、
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珪
長
質
鉱
物
、
輝
石
類
、
不
透
明
鉱
物
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
。石
基
の
斜
長
石
に
は
弱
い
定
向
性
が
認
め
ら
れ
る
。

〈
斑
晶
〉

斑
晶
は
斜
長
石
、
斜
方
輝
石
、
単
斜
輝
石
、
石
英
、
不
透

明
鉱
物
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
量
比
は
お
よ
そ
65
：
10
：

10
：
10
：
5
で
あ
る
。

石
英
の
粒
径
は
最
大
で
約

2.8
㎜
×
2.4
㎜

で
あ
る
。

石
ヶ
森
と
沼
森
は
、
岩
石
の
偏
光
顕
微
鏡
下
の
観
察
に
お
い

て
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
い
っ
て
よ
い
。
斑
晶
と
し
て
石
英
結
晶

を
含
む
両
輝
安
山
岩
で
あ
る
。賢
治
の
時
代
の
分
類
で
い
え
ば
、

と
も
に
石
英
安
山
岩
で
あ
る
。石
英
結
晶
を
含
む
割
合
は
、石
ヶ

森
よ
り
も
沼
森
の
方
が
や
や
多
い
よ
う
だ
。
石
英
結
晶
の
大
き

さ
は
、
石
ヶ
森
の
場
合
粒
径
は
最
大
で
約
1.6
㎜ 
×
1.6
㎜ 
、
沼
森

の
場
合
粒
径
は
最
大
で
約
2.8
㎜
×
2.4
㎜
、
と
も
に
肉
眼
で
の
観

察
が
可
能
な
大
き
さ
で
あ
る
。
し
か
し
肉
眼
観
察
だ
け
で
石
英

の
存
在
を
確
定
す
る
こ
と
は
専
門
家
で
も
難
し
く
、
賢
治
は
必

ず
薄
片
を
作
成
し
偏
光
顕
微
鏡
下
で
観
察
し
た
は
ず
で
あ
る
。

賢
治
の
こ
ろ
も
岩
石
の
化
学
組
成
分
析
は
行
わ
れ
て
い
た

が
、
石
ヶ
森
や
沼
森
に
関
し
て
の
分
析
結
果
は
残
さ
れ
て
お
ら

ず
、
化
学
組
成
分
析
を
行
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
今

回
は
、
Ｘ
Ｒ
Ｆ
分
析
に
よ
る
火
山
岩
の
全
岩
化
学
組
成
を
行
っ

た
の
で
、
そ
の
結
果
を
下
記
に
示
す
（
表
１
）。（
株
）
蒜
山
地

質
年
代
学
研
究
所
に
依
頼
し
た
。

　
表 1　 XRF分析による

火山岩の全岩化学組成． 
試料名 石ヶ森 沼森

SiO2 (wt.%) 62.84 59.34
TiO2 0.57 0.68
Al2O3 16.86 16.96
Fe2O3 7.57 9.15
MnO 0.14 0.17
MgO 2.68 3.38
CaO 6.01 6.84
Na2O 2.54 2.59
K2O 1.05 0.83
P2O5 0.05 0.09
Total 100.3 100.02
灼熱減量 1.96 0.54

（株）蒜山地質年代学研究所

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（10）

ば
全
岩
組
成
分
析
な
ど
の
デ
ー
タ
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思

う
。以

下
に
、石
ヶ
森
、沼
森
の
岩
石
の
分
析
結
果
を
示
す
。（
株
）

Fuji

地
質
学
研
究
所
の
分
析
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

試
料
「
石
ヶ
森
」

岩
石
名
：
両
輝
石
安
山
岩

岩
石
組
織
：
斑
状
組
織

斑
晶
：

斜
長
石
、
斜
方
輝
石
、
単
斜
輝
石
、
石
英
、
不
透

明
鉱
物

石
基
：
珪
長
質
鉱
物
、
斜
長
石
、
不
透
明
鉱
物
、
石
英

変
質
鉱
物
：
ス
メ
ク
タ
イ
ト
、イ
ラ
イ
ト
、
水
酸
化
鉄
鉱
物

斑
晶
と
石
基
の
量
比
は
お
よ
そ
45
：
55
で
あ
る
。
斑
晶
は

比
較
的
新
鮮
で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
変
質
鉱
物
で
置
換
さ

れ
て
い
る
。
斜
長
石
に
は
し
ば
し
ば
汚
濁
帯
が
認
め
ら
れ

る
。
石
基
は
主
珪
長
質
鉱
物
、
斜
長
石
、
石
英
か
ら
構
成

さ
れ
る
。
珪
長
質
鉱
物
の
粒
径
は
比
較
的
揃
っ
て
い
る
。

鉱
物
の
定
向
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。

〈
斑
晶
〉

斑
晶
は
斜
長
石
、
斜
方
輝
石
、
単
斜
輝
石
、
石
英
、
不
透

明
鉱
物
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
量
比
は
お
よ
そ
50
：
25
：

15
：
5
：
5
で
あ
る
。

石
英
の
粒
径
は
最
大
で
約

1.6
㎜
×
1.6
㎜

で
あ
る
。

試
料
「
沼
森
」

岩
石
名
：
両
輝
石
安
山
岩

岩
石
組
織
：
斑
状
組
織

斑
晶
：

斜
長
石
、
斜
方
輝
石
、
単
斜
輝
石
、
石
英
、
不
透

明
鉱
物

石
基
：

隠
微
晶
質
、
斜
長
石
、
珪
長
質
鉱
物
、
輝
石
類
、

不
透
明
鉱
物
、
黒
雲
母

変
質
鉱
物
：
ス
メ
ク
タ
イ
ト
、
イ
ラ
イ
ト
、
水
酸
化
鉄
鉱
物

斑
晶
と
石
基
の
量
比
は
お
よ
そ
65
：
35
で
あ
る
。
斑
晶

お
よ
び
石
基
は
比
較
的
新
鮮
で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
変
質

鉱
物
で
置
換
さ
れ
て
い
る
。
斑
晶
で
あ
る
斜
長
石
の
粒
径

は
大
小
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
斜
長
石
に
は
し
ば
し
ば
汚
濁

帯
が
認
め
ら
れ
る
。
石
基
は
主
に
隠
微
晶
質
、
斜
長
石
、
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人
公
と
地
質
学
的
知
識
を
読
者
が
共
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
作

品
読
解
の
助
け
に
な
る
。

岩
手
山
は
、
西
岩
手
火
山
を
含
め
る
と
七
〇
万
年
前
以
降
、

東
岩
手
火
山
だ
け
な
ら
ば
三
〇
万
年
以
降
の
噴
火
活
動
に
よ

り
、
現
在
の
よ
う
な
山
容
に
な
っ
た
若
い
火
山
帯
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
、
石
ヶ
森
や
沼
森
の
成
立
は
、
岩
手
山
が
噴
火
を
始

め
る
ず
っ
と
前
か
ら
、
山
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

主
人
公
が
沼
森
の
岩
石
を
ハ
ン
マ
ー
で
叩
き
、「
石
ヶ
森
と
は

血
統
が
非
常
に
近
い
も
の
な
の
だ
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、

裏
を
返
せ
ば
、
石
ヶ
森
や
沼
森
は
岩
手
山
と
は
血
統
が
異
な
る

と
こ
と
、
つ
ま
り
、
起
源
と
な
る
マ
グ
マ
が
異
な
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
地
質
調
査
の
目
的
で
沼
森
ま
で
や
っ

て
き
た
主
人
公
独
自
の
地
質
学
的
知
見
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。

参
考
ま
で
に
、
東
岩
手
火
山
を
代
表
す
る
薬
師
ヶ
岳
火
山
の

岩
石
の
化
学
組
成
を
見
る
と
、
二
酸
化
ケ
イ
素
の
重
量
比
は

52
％
ほ
ど
で
あ
り
玄
武
岩
の
範
疇
で
あ
る ）8
（
注

。

す
で
に
紹
介
、引
用
し
た
三
ッ
森
山
安
山
岩
類
（
土
井
宣
夫
）

に
お
い
て
、3.28

±0.18M
a

と
い
う
全
岩K

-A
r

年
代
も
報

告
さ
れ
て
い
る
。三
二
八
万
年（
±
一
八
万
年
）と
い
う
数
字
は
、

洪
積
世
（
更
新
世
）
よ
り
も
さ
ら
に
古
く
、
新
第
三
紀
鮮
新
世

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
、作
品
「
沼
森
」

の
主
人
公
は
、
沼
森
平
に
立
ち
、
沼
森
平
を
か
く
あ
ら
し
め
た

石
ヶ
森
や
沼
森
、
大
森
た
ち
が
、
岩
手
山
の
噴
火
の
起
こ
る
は

る
か
昔
に
成
立
し
て
い
た
と
地
質
学
的
に
理
解
し
て
い
て
、
そ

の
理
解
の
上
に
、
沼
森
平
全
体
が
沼
地
で
あ
っ
た
状
態
か
ら
、

現
在
の
よ
う
な
乾
い
た
平
地
に
変
化
し
て
い
っ
た
と
推
察
し
て

い
る
こ
と
が
、
作
品
の
流
れ
に
沿
っ
た
理
解
と
い
う
こ
と
に
な

る
。こ

の
付
近
一
帯
の
基
盤
岩
と
な
っ
て
い
る
飯
岡
層
（
第
三
紀

水
成
岩
）
は
、安
山
岩
質
溶
岩
が
海
底
で
自
破
砕
し
た
も
の
で
、

強
く
珪
化
作
用
を
受
け
、そ
れ
ら
の
石
も
叩
け
ば
「
カ
ン
カ
ン
」

と
鳴
る
が
、
三
ッ
森
山
安
山
岩
類
と
は
成
因
が
全
く
異
な
っ
て

お
り
、
作
品
「
沼
森
」
の
主
人
公
が
つ
ぶ
や
い
た
、
石
ヶ
森
と

の
「
血
統
」
の
近
さ
は
、
岩
手
山
を
形
作
る
玄
武
岩
質
の
マ
グ

マ
と
の
違
い
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。

石
ヶ
森
か
ら
見
た
場
合
、
沼
森
は
地
理
的
に
岩
手
山
側
に
存
在

し
て
い
る
。
沼
森
の
石
ヶ
森
と
の
「
血
統
」
の
近
さ
は
、
岩
手

山
の
存
在
を
前
提
に
推
察
さ
れ
て
お
り
、沼
森
を
成
す
岩
石
は
、

岩
手
山
系
統
の
も
の
で
な
く
、
石
ヶ
森
系
統
の
も
の
と
主
人
公

は
主
張
し
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
と
考
え
る
。

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（12）

Ｘ
Ｒ
Ｆ
分
析
は
、
蛍
光
Ｘ
線
分
析
の
こ
と
で
、
岩
石
の
化
学

組
成
を
定
量
的
に
測
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
岩
石
名
を

決
定
す
る
上
で
基
準
と
な
る
の
が
二
酸
化
ケ
イ
素
の
重
量
比

で
、SiO

2
の
項
を
見
る
と
、
石
ヶ
森
が
62
・
84
％
、
沼
森
が

59
・
34
％
で
あ
る
。
都
城
・
久
城
（1975

）
に
よ
る
定
義
に
し

た
が
え
ば
、
石
ヶ
森
の
岩
石
は
、
安
山
岩
に
近
い
デ
イ
サ
イ
ト
、

ま
た
は
デ
イ
サ
イ
ト
に
近
い
安
山
岩
、と
い
う
境
界
上
に
な
る
。

沼
森
は
完
全
に
安
山
岩
の
領
域
で
あ
る
。

五
　
沼
森
平
の
形
成

作
品
「
沼
森
」
は
、
沼
森
平
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。

「
沼
森
平
と
い
ふ
も
の
も
な
か
な
か
広
い
草
っ
原
だ
」
と
あ

る
よ
う
に
、
賢
治
ら
し
き
主
人
公
は
、
平
地
の
草
原
を
歩
い
て

い
る
の
だ
が
、
そ
の
平
地
は
山
の
高
み
に
あ
る
の
で
、「
何
と

い
ふ
立
派
な
山
の
平
だ
ら
う
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
沼
森
は

そ
の
沼
森
平
の
一
角
に
あ
る
山
で
、
写
真
１
（
前
出
）
か
ら
も

分
か
る
よ
う
に
石
ヶ
森
（446m

）
か
ら
見
て
、
ほ
ぼ
同
じ
高

さ
に
沼
森
平
が
開
け
、
そ
の
平
地
上
に
沼
森
が
一
四
〇
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
首
を
出
し
て
い
る
具
合
で
あ
る
。

沼
森
平
の
成
因
で
あ
る
が
、「
山
山
は
集
ひ
て
青
き
原
を

な
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
現
を
理
解
す
る
た
め
に

は
、
現
地
に
関
す
る
少
し
細
か
な
知
識
が
必
要
と
な
る
。「
山

山
」
と
は
、
作
品
「
沼
森
」
に
そ
の
名
を
記
さ
れ
て
い
る
大

森
（467m

）、
沼
森
（582m

）
の
他
に
谷
地
山
（531m

）
の

名
を
挙
げ
る
必
要
が
あ
る
。
沼
森
平
は
大
森
、
沼
森
、
谷
地
山

に
囲
ま
れ
た
場
所
に
存
在
す
る
平
地
な
の
で
あ
る
。
標
高
は
お

よ
そ
四
四
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
大
森
と
の

標
高
差
は
三
〇
メ
ー
ト
ル
も
な
く
、
沼
森
平
か
ら
見
た
場
合
、

大
森
は
山
の
体
を
な
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
沼
森
平
は
山
々

の
頂
付
近
に
形
成
さ
れ
た
高
み
の
平
地
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。沼

森
平
に
は
、
沼
森
の
名
の
元
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
沼
が

大
小
点
在
し
て
い
る
。
主
人
公
に
「
さ
て
こ
そ
こ
の
平
は
も
と

沼
だ
っ
た
な
」、「
洪
積
ご
ろ
の
沼
の
底
だ
」
と
語
ら
せ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
た
い
。
賢
治
が
、沼
森
平
全
体
が
「
洪
積
ご
ろ
」

は
沼
だ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
洪
積
ご
ろ
」

と
は
、
約
二
百
万
年
か
ら
約
一
万
年
前
を
指
す
地
質
年
代
（
現

在
は
更
新
世
）
で
、
岩
手
山
が
誕
生
、
し
き
り
に
噴
火
し
火
山

灰
を
降
ら
せ
、ま
た
山
体
崩
壊
を
繰
り
返
し
た
時
代
と
重
な
る
。

岩
手
山
の
形
成
の
時
代
を
知
る
こ
と
は
、
作
品
「
沼
森
」
の
主
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人
公
と
地
質
学
的
知
識
を
読
者
が
共
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
作

品
読
解
の
助
け
に
な
る
。

岩
手
山
は
、
西
岩
手
火
山
を
含
め
る
と
七
〇
万
年
前
以
降
、

東
岩
手
火
山
だ
け
な
ら
ば
三
〇
万
年
以
降
の
噴
火
活
動
に
よ

り
、
現
在
の
よ
う
な
山
容
に
な
っ
た
若
い
火
山
帯
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
、
石
ヶ
森
や
沼
森
の
成
立
は
、
岩
手
山
が
噴
火
を
始

め
る
ず
っ
と
前
か
ら
、
山
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

主
人
公
が
沼
森
の
岩
石
を
ハ
ン
マ
ー
で
叩
き
、「
石
ヶ
森
と
は

血
統
が
非
常
に
近
い
も
の
な
の
だ
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、

裏
を
返
せ
ば
、
石
ヶ
森
や
沼
森
は
岩
手
山
と
は
血
統
が
異
な
る

と
こ
と
、
つ
ま
り
、
起
源
と
な
る
マ
グ
マ
が
異
な
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
地
質
調
査
の
目
的
で
沼
森
ま
で
や
っ

て
き
た
主
人
公
独
自
の
地
質
学
的
知
見
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。

参
考
ま
で
に
、
東
岩
手
火
山
を
代
表
す
る
薬
師
ヶ
岳
火
山
の

岩
石
の
化
学
組
成
を
見
る
と
、
二
酸
化
ケ
イ
素
の
重
量
比
は

52
％
ほ
ど
で
あ
り
玄
武
岩
の
範
疇
で
あ
る ）8
（
注

。

す
で
に
紹
介
、引
用
し
た
三
ッ
森
山
安
山
岩
類
（
土
井
宣
夫
）

に
お
い
て
、3.28

±0.18M
a

と
い
う
全
岩K

-A
r

年
代
も
報

告
さ
れ
て
い
る
。三
二
八
万
年（
±
一
八
万
年
）と
い
う
数
字
は
、

洪
積
世
（
更
新
世
）
よ
り
も
さ
ら
に
古
く
、
新
第
三
紀
鮮
新
世

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
、作
品
「
沼
森
」

の
主
人
公
は
、
沼
森
平
に
立
ち
、
沼
森
平
を
か
く
あ
ら
し
め
た

石
ヶ
森
や
沼
森
、
大
森
た
ち
が
、
岩
手
山
の
噴
火
の
起
こ
る
は

る
か
昔
に
成
立
し
て
い
た
と
地
質
学
的
に
理
解
し
て
い
て
、
そ

の
理
解
の
上
に
、
沼
森
平
全
体
が
沼
地
で
あ
っ
た
状
態
か
ら
、

現
在
の
よ
う
な
乾
い
た
平
地
に
変
化
し
て
い
っ
た
と
推
察
し
て

い
る
こ
と
が
、
作
品
の
流
れ
に
沿
っ
た
理
解
と
い
う
こ
と
に
な

る
。こ

の
付
近
一
帯
の
基
盤
岩
と
な
っ
て
い
る
飯
岡
層
（
第
三
紀

水
成
岩
）
は
、安
山
岩
質
溶
岩
が
海
底
で
自
破
砕
し
た
も
の
で
、

強
く
珪
化
作
用
を
受
け
、そ
れ
ら
の
石
も
叩
け
ば
「
カ
ン
カ
ン
」

と
鳴
る
が
、
三
ッ
森
山
安
山
岩
類
と
は
成
因
が
全
く
異
な
っ
て

お
り
、
作
品
「
沼
森
」
の
主
人
公
が
つ
ぶ
や
い
た
、
石
ヶ
森
と

の
「
血
統
」
の
近
さ
は
、
岩
手
山
を
形
作
る
玄
武
岩
質
の
マ
グ

マ
と
の
違
い
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。

石
ヶ
森
か
ら
見
た
場
合
、
沼
森
は
地
理
的
に
岩
手
山
側
に
存
在

し
て
い
る
。
沼
森
の
石
ヶ
森
と
の
「
血
統
」
の
近
さ
は
、
岩
手

山
の
存
在
を
前
提
に
推
察
さ
れ
て
お
り
、沼
森
を
成
す
岩
石
は
、

岩
手
山
系
統
の
も
の
で
な
く
、
石
ヶ
森
系
統
の
も
の
と
主
人
公

は
主
張
し
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
と
考
え
る
。

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（12）

Ｘ
Ｒ
Ｆ
分
析
は
、
蛍
光
Ｘ
線
分
析
の
こ
と
で
、
岩
石
の
化
学

組
成
を
定
量
的
に
測
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
岩
石
名
を

決
定
す
る
上
で
基
準
と
な
る
の
が
二
酸
化
ケ
イ
素
の
重
量
比

で
、SiO

2

の
項
を
見
る
と
、
石
ヶ
森
が
62
・
84
％
、
沼
森
が

59
・
34
％
で
あ
る
。
都
城
・
久
城
（1975

）
に
よ
る
定
義
に
し

た
が
え
ば
、
石
ヶ
森
の
岩
石
は
、
安
山
岩
に
近
い
デ
イ
サ
イ
ト
、

ま
た
は
デ
イ
サ
イ
ト
に
近
い
安
山
岩
、と
い
う
境
界
上
に
な
る
。

沼
森
は
完
全
に
安
山
岩
の
領
域
で
あ
る
。

五
　
沼
森
平
の
形
成

作
品
「
沼
森
」
は
、
沼
森
平
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。

「
沼
森
平
と
い
ふ
も
の
も
な
か
な
か
広
い
草
っ
原
だ
」
と
あ

る
よ
う
に
、
賢
治
ら
し
き
主
人
公
は
、
平
地
の
草
原
を
歩
い
て

い
る
の
だ
が
、
そ
の
平
地
は
山
の
高
み
に
あ
る
の
で
、「
何
と

い
ふ
立
派
な
山
の
平
だ
ら
う
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
沼
森
は

そ
の
沼
森
平
の
一
角
に
あ
る
山
で
、
写
真
１
（
前
出
）
か
ら
も

分
か
る
よ
う
に
石
ヶ
森
（446m

）
か
ら
見
て
、
ほ
ぼ
同
じ
高

さ
に
沼
森
平
が
開
け
、
そ
の
平
地
上
に
沼
森
が
一
四
〇
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
首
を
出
し
て
い
る
具
合
で
あ
る
。

沼
森
平
の
成
因
で
あ
る
が
、「
山
山
は
集
ひ
て
青
き
原
を

な
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
現
を
理
解
す
る
た
め
に

は
、
現
地
に
関
す
る
少
し
細
か
な
知
識
が
必
要
と
な
る
。「
山

山
」
と
は
、
作
品
「
沼
森
」
に
そ
の
名
を
記
さ
れ
て
い
る
大

森
（467m

）、
沼
森
（582m

）
の
他
に
谷
地
山
（531m

）
の

名
を
挙
げ
る
必
要
が
あ
る
。
沼
森
平
は
大
森
、
沼
森
、
谷
地
山

に
囲
ま
れ
た
場
所
に
存
在
す
る
平
地
な
の
で
あ
る
。
標
高
は
お

よ
そ
四
四
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
大
森
と
の

標
高
差
は
三
〇
メ
ー
ト
ル
も
な
く
、
沼
森
平
か
ら
見
た
場
合
、

大
森
は
山
の
体
を
な
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
沼
森
平
は
山
々

の
頂
付
近
に
形
成
さ
れ
た
高
み
の
平
地
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。沼

森
平
に
は
、
沼
森
の
名
の
元
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
沼
が

大
小
点
在
し
て
い
る
。
主
人
公
に
「
さ
て
こ
そ
こ
の
平
は
も
と

沼
だ
っ
た
な
」、「
洪
積
ご
ろ
の
沼
の
底
だ
」
と
語
ら
せ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
た
い
。
賢
治
が
、沼
森
平
全
体
が
「
洪
積
ご
ろ
」

は
沼
だ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
洪
積
ご
ろ
」

と
は
、
約
二
百
万
年
か
ら
約
一
万
年
前
を
指
す
地
質
年
代
（
現

在
は
更
新
世
）
で
、
岩
手
山
が
誕
生
、
し
き
り
に
噴
火
し
火
山

灰
を
降
ら
せ
、ま
た
山
体
崩
壊
を
繰
り
返
し
た
時
代
と
重
な
る
。

岩
手
山
の
形
成
の
時
代
を
知
る
こ
と
は
、
作
品
「
沼
森
」
の
主
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い
る
点
、
特
に
注
目
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
石
英
安
山
岩
で

あ
る
こ
と
を
も
っ
て
岩
手
火
山
と
の
違
い
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
岩
石
分
析
を
せ
ず
、
賢
治
が
ど
の
よ
う
に
し
て
鞍
掛
山
が

岩
手
火
山
と
の
違
い
を
確
信
し
た
の
か
、
そ
の
根
拠
を
知
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
成
因
の
違
い
を
前
提
と
し
、
鞍
掛
山

は
「
石
英
安
山
岩
に
違
い
な
い
」
と
い
う
推
定
が
な
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
、
作
品
「
沼
森
」
に
記
録
さ
れ
た
盛
岡

付
近
の
地
質
調
査
で
の
知
見
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
鞍
掛
山
は
石
英
結
晶
を
含
む
こ
と
の
な
い

安
山
岩
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
網
張
火
山
群
の
成
立
は
更
新
世

前
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
三
ッ
森
山
安
山
岩
類
は

そ
の
一
つ
前
の
地
質
年
代
で
あ
る
新
第
三
紀
鮮
新
世
と
推
定
さ

れ
て
い
る
の
で
、
異
な
る
系
統
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
が
調

べ
た
範
囲
で
は
、
滝
沢
周
辺
の
安
山
岩
で
石
英
結
晶
を
含
む
、

す
な
わ
ち
石
英
安
山
岩
で
あ
る
こ
と
は
石
ヶ
森
、
沼
森
以
外
に

は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

大
森
（
サ
ン
プ
ル
採
取
は
大
森
の
西
側
の
沢
）
や
谷
地
山

（
サ
ン
プ
ル
採
取
は
山
頂
土
中
の
転
石
）、
ま
た
谷
地
山
の
一
部

と
考
え
ら
れ
る
湯
船
沢
に
抜
け
る
峠
道
に
見
ら
れ
る
大
き
な
露

岩
か
ら
の
サ
ン
プ
ル
に
も
、
石
英
結
晶
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、

両
輝
石
安
山
岩
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
賢
治
た
ち
の
作

成
し
た
「
盛
岡
附
近
地
質
図
」
は
石
英
安
山
岩
帯
に
限
っ
て
い

え
ば
、
実
態
を
反
映
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
鬼

古
里
山
も
賢
治
た
ち
の
地
質
図
で
は
石
英
安
山
岩
の
山
と
さ
れ

て
い
る
が
、
実
際
に
は
石
英
結
晶
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
ま
た
か

な
り
玄
武
岩
に
近
い
安
山
岩
の
山
で
あ
る
。
二
酸
化
ケ
イ
素
の

重
量
比
は
53
・
64
％
で
、
成
立
も
わ
ず
か
二
十
三
万
年
（
誤
差

±
一
〇
万
年
）
前
で
あ
る ）10
（
注

。
し
か
し
、
最
も
詳
細
な
研
究
と

思
わ
れ
る
土
井
宣
夫
の
『
岩
手
山
の
地
質
―
火
山
灰
が
語
る
噴

火
史
―
』（
岩
手
県
滝
沢
村
教
育
委
員
会
、2002.3

）
の
地
質

図
に
お
い
て
も
、
鬼
古
里
山
は
沼
森
と
と
も
に
新
第
三
紀
中
新

世
（
飯
岡
層
）
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
細
部
に
お
い
て
異
論
、

異
見
の
生
じ
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な

い
。沼

森
平
の
成
立
に
関
し
岩
手
山
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
も
う

一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
作
品
「
沼
森
」
の
主

人
公
が
「
洪
積
ご
ろ
の
沼
の
底
だ
」
と
語
る
、
そ
の
根
拠
と
し

て
の
「
泥
炭
」
の
存
在
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
泥
炭
が
あ
る
ぞ
、

さ
て
こ
そ
こ
の
平
は
も
と
沼
だ
っ
た
な
」。
泥
炭
と
は
湿
地
帯

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（14）

同
じ
火
山
岩
で
あ
り
、
近
く
で
圧
倒
的
な
存
在
感
を
示
す
岩

手
山
に
対
し
、
そ
の
山
麓
に
寄
生
す
る
よ
う
に
存
在
す
る
石
ヶ

森
や
沼
森
が
、
実
は
岩
手
山
の
マ
グ
マ
と
異
な
る
起
源
の
マ
グ

マ
で
あ
っ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
作
品
「
沼
森
」
の
生
ま
れ
た

地
質
学
的
背
景
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
な
限
定
さ

れ
た
狭
い
地
域
に
お
け
る
地
質
学
的
知
見
は
、
帝
国
大
学
を
中

心
と
し
た
当
時
の
地
質
学
者
に
と
っ
て
必
ず
し
も
自
明
の
こ
と

で
な
く
、
盛
岡
高
等
農
林
の
地
質
調
査
に
参
加
し
た
、
賢
治
の

よ
う
な
地
域
密
着
型
の
地
質
学
徒
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に

さ
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
経
緯
の
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
傍
証
と
し

て
、鞍
掛
山
の
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
詩
集
『
春
と
修
羅
』

に
収
録
さ
れ
る
「
く
ら
か
け
の
雪
」
で
知
ら
れ
る
鞍
掛
山
は
、

岩
手
山
の
南
東
中
腹
に
あ
る
八
七
九
メ
ー
ト
ル
の
山
だ
が
、
岩

手
山
の
一
部
、
す
な
わ
ち
同
じ
マ
グ
マ
を
起
源
と
す
る
側
火
山

の
よ
う
に
見
え
る
。
現
在
で
は
網
張
火
山
群
と
し
て
、
岩
手
山

の
成
立
以
前
（
更
新
生
前
期
）
に
噴
火
し
た
火
山
群
の
一
つ
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が ）9
（
注

、
賢
治
は
大
正
の
時
代
に
す
で
に

鞍
掛
山
が
岩
手
山
と
は
異
な
る
成
立
の
も
の
で
あ
る
こ
と
知
っ

て
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ
も
、
賢
治
自
身
の
発
見
と
し
て
。

詩
「
小
岩
井
農
場
」
の
下
書
稿
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。



鞍
掛
が
暗
く
て
非
常
に
大
き
く
見
え
る

そ
し
て
あ
ん
ま
り
西
に
偏
っ
て
ゐ
る
や
う
だ
。

あ
の
稜
の
所
で
い
つ
か
雪
が
光
っ
て
ゐ
た
。

あ
れ
は
き
っ
と
南
晶
山
や
沼
森
の
系
統
だ

石
英
安
山
岩
に
ち
が
ひ
な
い
。　
　
　
　
　

岩
手
火
山
と
は
違
っ
た
群
に
属
す
る

こ
れ
は
私
の
発
見
で
す
と
お
れ
は

あ
の
汽
車
の
中
で
堀
篭
さ
ん
に
云
っ
て
ゐ
た
。

　賢
治
は
鞍
掛
山
を
「
南
昌
山
や
沼
森
の
系
統
」
と
捉
え
、「
石

英
安
山
岩
に
違
い
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。

「
違
い
な
い
」
と
い
う
書
き
方
か
ら
、
岩
石
サ
ン
プ
ル
の
採

取
や
薄
片
作
成
、
偏
光
顕
微
鏡
下
で
の
観
察
な
ど
は
行
っ
て
い

な
い
と
思
わ
れ
る
。
宮
沢
賢
治
に
お
け
る
岩
頸
表
象
と
い
う
、

本
論
が
そ
の
一
部
を
な
す
俯
瞰
的
視
点
か
ら
見
た
場
合
、
南
昌

山
も
ま
た
き
わ
め
て
興
味
深
く
重
要
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
上
で
、
賢
治
が
岩
手
火
山
と
「
違
っ
た
群
に
属

す
る
」
認
識
を
、
石
英
安
山
岩
と
い
う
指
標
を
用
い
て
下
し
て
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い
る
点
、
特
に
注
目
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
石
英
安
山
岩
で

あ
る
こ
と
を
も
っ
て
岩
手
火
山
と
の
違
い
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
岩
石
分
析
を
せ
ず
、
賢
治
が
ど
の
よ
う
に
し
て
鞍
掛
山
が

岩
手
火
山
と
の
違
い
を
確
信
し
た
の
か
、
そ
の
根
拠
を
知
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
成
因
の
違
い
を
前
提
と
し
、
鞍
掛
山

は
「
石
英
安
山
岩
に
違
い
な
い
」
と
い
う
推
定
が
な
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
、
作
品
「
沼
森
」
に
記
録
さ
れ
た
盛
岡

付
近
の
地
質
調
査
で
の
知
見
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
鞍
掛
山
は
石
英
結
晶
を
含
む
こ
と
の
な
い

安
山
岩
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
網
張
火
山
群
の
成
立
は
更
新
世

前
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
三
ッ
森
山
安
山
岩
類
は

そ
の
一
つ
前
の
地
質
年
代
で
あ
る
新
第
三
紀
鮮
新
世
と
推
定
さ

れ
て
い
る
の
で
、
異
な
る
系
統
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
が
調

べ
た
範
囲
で
は
、
滝
沢
周
辺
の
安
山
岩
で
石
英
結
晶
を
含
む
、

す
な
わ
ち
石
英
安
山
岩
で
あ
る
こ
と
は
石
ヶ
森
、
沼
森
以
外
に

は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

大
森
（
サ
ン
プ
ル
採
取
は
大
森
の
西
側
の
沢
）
や
谷
地
山

（
サ
ン
プ
ル
採
取
は
山
頂
土
中
の
転
石
）、
ま
た
谷
地
山
の
一
部

と
考
え
ら
れ
る
湯
船
沢
に
抜
け
る
峠
道
に
見
ら
れ
る
大
き
な
露

岩
か
ら
の
サ
ン
プ
ル
に
も
、
石
英
結
晶
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、

両
輝
石
安
山
岩
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
賢
治
た
ち
の
作

成
し
た
「
盛
岡
附
近
地
質
図
」
は
石
英
安
山
岩
帯
に
限
っ
て
い

え
ば
、
実
態
を
反
映
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
鬼

古
里
山
も
賢
治
た
ち
の
地
質
図
で
は
石
英
安
山
岩
の
山
と
さ
れ

て
い
る
が
、
実
際
に
は
石
英
結
晶
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
ま
た
か

な
り
玄
武
岩
に
近
い
安
山
岩
の
山
で
あ
る
。
二
酸
化
ケ
イ
素
の

重
量
比
は
53
・
64
％
で
、
成
立
も
わ
ず
か
二
十
三
万
年
（
誤
差

±
一
〇
万
年
）
前
で
あ
る ）10
（
注

。
し
か
し
、
最
も
詳
細
な
研
究
と

思
わ
れ
る
土
井
宣
夫
の
『
岩
手
山
の
地
質
―
火
山
灰
が
語
る
噴

火
史
―
』（
岩
手
県
滝
沢
村
教
育
委
員
会
、2002.3

）
の
地
質

図
に
お
い
て
も
、
鬼
古
里
山
は
沼
森
と
と
も
に
新
第
三
紀
中
新

世
（
飯
岡
層
）
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
細
部
に
お
い
て
異
論
、

異
見
の
生
じ
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な

い
。沼

森
平
の
成
立
に
関
し
岩
手
山
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
も
う

一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
作
品
「
沼
森
」
の
主

人
公
が
「
洪
積
ご
ろ
の
沼
の
底
だ
」
と
語
る
、
そ
の
根
拠
と
し

て
の
「
泥
炭
」
の
存
在
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
泥
炭
が
あ
る
ぞ
、

さ
て
こ
そ
こ
の
平
は
も
と
沼
だ
っ
た
な
」。
泥
炭
と
は
湿
地
帯

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（14）

同
じ
火
山
岩
で
あ
り
、
近
く
で
圧
倒
的
な
存
在
感
を
示
す
岩

手
山
に
対
し
、
そ
の
山
麓
に
寄
生
す
る
よ
う
に
存
在
す
る
石
ヶ

森
や
沼
森
が
、
実
は
岩
手
山
の
マ
グ
マ
と
異
な
る
起
源
の
マ
グ

マ
で
あ
っ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
作
品
「
沼
森
」
の
生
ま
れ
た

地
質
学
的
背
景
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
な
限
定
さ

れ
た
狭
い
地
域
に
お
け
る
地
質
学
的
知
見
は
、
帝
国
大
学
を
中

心
と
し
た
当
時
の
地
質
学
者
に
と
っ
て
必
ず
し
も
自
明
の
こ
と

で
な
く
、
盛
岡
高
等
農
林
の
地
質
調
査
に
参
加
し
た
、
賢
治
の

よ
う
な
地
域
密
着
型
の
地
質
学
徒
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に

さ
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
経
緯
の
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
傍
証
と
し

て
、鞍
掛
山
の
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
詩
集
『
春
と
修
羅
』

に
収
録
さ
れ
る
「
く
ら
か
け
の
雪
」
で
知
ら
れ
る
鞍
掛
山
は
、

岩
手
山
の
南
東
中
腹
に
あ
る
八
七
九
メ
ー
ト
ル
の
山
だ
が
、
岩

手
山
の
一
部
、
す
な
わ
ち
同
じ
マ
グ
マ
を
起
源
と
す
る
側
火
山

の
よ
う
に
見
え
る
。
現
在
で
は
網
張
火
山
群
と
し
て
、
岩
手
山

の
成
立
以
前
（
更
新
生
前
期
）
に
噴
火
し
た
火
山
群
の
一
つ
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が ）9
（
注

、
賢
治
は
大
正
の
時
代
に
す
で
に

鞍
掛
山
が
岩
手
山
と
は
異
な
る
成
立
の
も
の
で
あ
る
こ
と
知
っ

て
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ
も
、
賢
治
自
身
の
発
見
と
し
て
。

詩
「
小
岩
井
農
場
」
の
下
書
稿
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。



鞍
掛
が
暗
く
て
非
常
に
大
き
く
見
え
る

そ
し
て
あ
ん
ま
り
西
に
偏
っ
て
ゐ
る
や
う
だ
。

あ
の
稜
の
所
で
い
つ
か
雪
が
光
っ
て
ゐ
た
。

あ
れ
は
き
っ
と
南
晶
山
や
沼
森
の
系
統
だ

石
英
安
山
岩
に
ち
が
ひ
な
い
。　
　
　
　
　

岩
手
火
山
と
は
違
っ
た
群
に
属
す
る

こ
れ
は
私
の
発
見
で
す
と
お
れ
は

あ
の
汽
車
の
中
で
堀
篭
さ
ん
に
云
っ
て
ゐ
た
。

　賢
治
は
鞍
掛
山
を
「
南
昌
山
や
沼
森
の
系
統
」
と
捉
え
、「
石

英
安
山
岩
に
違
い
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。

「
違
い
な
い
」
と
い
う
書
き
方
か
ら
、
岩
石
サ
ン
プ
ル
の
採

取
や
薄
片
作
成
、
偏
光
顕
微
鏡
下
で
の
観
察
な
ど
は
行
っ
て
い

な
い
と
思
わ
れ
る
。
宮
沢
賢
治
に
お
け
る
岩
頸
表
象
と
い
う
、

本
論
が
そ
の
一
部
を
な
す
俯
瞰
的
視
点
か
ら
見
た
場
合
、
南
昌

山
も
ま
た
き
わ
め
て
興
味
深
く
重
要
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
上
で
、
賢
治
が
岩
手
火
山
と
「
違
っ
た
群
に
属

す
る
」
認
識
を
、
石
英
安
山
岩
と
い
う
指
標
を
用
い
て
下
し
て
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と
言
え
、
現
在
の
地
質
学
的
調
査
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
要
素
は

少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
大
正
時
代
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
な

ら
、地
質
学
者
と
し
て
の
宮
沢
賢
治
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
、

高
く
評
価
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。

作
品
「
沼
森
」
の
主
人
公
の
持
つ
地
質
学
的
知
見
は
、
盛
岡

高
等
農
林
学
校
で
地
質
学
を
学
ん
だ
宮
沢
賢
治
の
知
見
で
あ
る

こ
と
が
確
認
で
き
た
と
思
う
。
こ
こ
を
作
品
読
解
の
立
脚
点
と

し
、
文
学
と
し
て
の
作
品
「
沼
森
」
の
分
析
ス
テ
ー
ジ
に
進
ん

で
行
き
た
い
と
考
え
る
。

【
注
】

（
注
1
）「
文
教
大
学
国
文
」
第
50
号
、
文
教
大
学
国
文
学
会
、2021.3

（
注
2
）

文
庫
版
『
宮
沢
賢
治
全
集
３
』（
筑
摩
書
房
、1986.6

）「
本
文

に
つ
い
て
」
よ
り

（
注
3
）

文
庫
版
『
宮
沢
賢
治
全
集
８
』（
筑
摩
書
房
、1986.1

）「
本
文

に
つ
い
て
」
よ
り

（
注
4
）

佐
藤
伝
蔵
『
帝
国
百
科
全
書
第
十
八
編　

地
質
学
』（
明
治
明

治
44
年
10
月
、
第
14
版
）
の
輝
石
安
山
岩
の
項
に
、「
時
ト
シ
テ
石

英
ヲ
含
ム
コ
ト
ア
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
コ
レ
ヲ
石
英
安
山
岩D

acite

ト
云
フ
」
と
あ
る
。
佐
藤
伝
蔵
著
『
岩
石
地
質
学
』（
三
星
社
出
版

部
、
大
正
十
四
年
七
月
第
三
版
）
で
は
、「
石
英
安
山
岩
科
（D

acite 

Fam
ily

）
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
注
５
）

産
総
研
地
質
調
査
総
合
セ
ン
タ
ー
の
「
地
質
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
」
に
よ
れ
ば
、
三
ッ
森
山
安
類
に
関
し
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。「
岩
手
火
山
の
北
東
部
〜
南
東
部
に
か
け
て
，
三
ッ
森
山
，
谷

地
山
な
ど
の
低
い
山
塊
を
形
成
す
る
輝
石
安
山
岩
質
溶
岩
を
主
体
と

す
る
火
山
岩
類
で
あ
る
．
土
井
（2000 a

）
に
よ
る
と
，
熱
水
変
質

を
ほ
と
ん
ど
受
け
て
い
な
い
こ
と
か
ら
，
他
の
中
新
世
火
山
岩
類
と

明
瞭
に
区
分
さ
れ
，
岩
手
火
山
東
部
地
域
の
温
泉
試
錐
の
層
序
か
ら

本
安
山
岩
類
は
玉
川
溶
結
凝
灰
岩
類
の
う
ち
小
和
瀬
川
凝
灰
岩
を
覆

い
，
渋
民
溶
結
凝
灰
岩
に
覆
わ
れ
る
．
ま
た
，
石
川
ほ
か
（1999

）

は
本
安
山
岩
類
か
ら
3
・
28
±
0
・
18 M

a

の
全
岩K- A

r

年
代
を

報
告
し
て
い
る
．」


https: //gbank. gsj. jp/volcano/A

ct_V
ol/iw

ate/v01 /iw
t_db/geology/

kisai/3 _basem
ent_2. htm

l　

2021.  4.15

閲
覧

（
注
6
）

佐
藤
伝
蔵
『
帝
国
百
科
全
書
第
十
八
編　

地
質
学
』（
明
治
明

治
44
年
10
月
、
第
14
版
）
で
は
、
深
造
岩
と
火
山
岩
と
が
区
別
さ
れ
、

深
造
岩
が
「
深
造
的
」
と
「
岩
脈
」
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
伝

蔵
著
『
岩
石
地
質
学
』（
三
星
社
出
版
部
、大
正
十
四
年
七
月
第
三
版
）

で
は
、「
火
成
岩
各
論
」
の
立
項
の
も
と
、「
深
成
岩
類
」「
脈
岩
類
」「
火

山
岩
類
」
の
区
別
を
設
け
て
い
る
。

（
注
7
）

井
上
克
弘
著
『
石
っ
こ
賢
さ
ん
と
盛
岡
高
等
農
林
―
偉
大
な
風

景
作
家　

宮
沢
賢
治
―
』（
地
方
公
論
社
、1992.5

）
（

注
8
）

産
総
研
地
質
調
査
総
合
セ
ン
タ
ー
の
「
地
質
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
」
に
よ
れ
ば
、
東
岩
手
火
山
噴
出
物
に
関
し
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。「
東
岩
手
火
山
噴
出
物
の
大
半
は
か
ん
ら
ん
石
玄
武
岩
及

び
斜
方
輝
石
か
ん
ら
ん
石
玄
武
岩
で
，
最
新
噴
出
物
の
焼
走
り
溶

岩
は
か
ん
ら
ん
石
含
有
単
斜
輝
石
斜
方
輝
石
玄
武
岩
質
安
山
岩
で
あ

る
．」

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（16）

の
表
層
に
堆
積
物
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
沼
森

平
で
泥
炭
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
大
正
時
代

は
現
在
よ
り
泥
炭
が
露
出
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
沼
森

の
沼
に
水
を
供
給
し
て
い
る
の
は
岩
手
山
で
あ
る
こ
と
は
、
地

形
図
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
沼
森
平
の
さ
ら
に
岩
手
山
寄
り
に

は
、
春
子
谷
地
と
い
う
湿
原
地
帯
が
存
在
す
る
。
沼
森
平
も
か

つ
て
は
春
子
谷
地
の
よ
う
な
湿
原
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。

沼
森
平
は
、
も
と
も
と
は
沼
森
や
谷
地
山
、
大
森
な
ど
に
囲

ま
れ
た
渓
谷
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
岩
手
山
の
噴
火

が
始
ま
り
、
巨
大
な
山
容
が
す
ぐ
近
く
に
聳
え
立
つ
こ
と
に
な

る
。岩
手
山
は
何
度
も
大
規
模
な
山
体
崩
壊
を
繰
り
返
し
た
が
、

十
二
万
年
ほ
ど
前
に
起
き
た
「
小
岩
井
岩
屑
な
だ
れ
」（
前
出

『
岩
手
山
の
地
質
―
火
山
灰
が
語
る
噴
火
史
―
』）
に
よ
る
堆
積

物
が
小
さ
な
渓
谷
に
流
れ
込
み
平
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
沼
森
平
に
あ
る
大
小
の
沼
の
存
在
は
、
確
か
に
辺
り
が

沼
ま
た
は
湿
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
何
万
年
前
の
こ

と
を
想
像
す
れ
ば
よ
い
の
か
漠
然
と
し
か
分
か
ら
な
い
に
し
て

も
、
主
人
公
の
言
う
「
洪
積
ご
ろ
」
と
は
、
お
そ
ら
く
岩
手
山

の
出
現
の
後
の
こ
と
と
限
定
し
て
考
え
て
も
間
違
い
は
な
い
だ

ろ
う
。

蒜
山
地
質
年
代
学
研
究
所
に
依
頼
し
、
石
ヶ
森
、
大
森
、
沼

森
の
絶
対
年
代
の
測
定
を
行
っ
た
（
表
２
）。

こ
の
測
定
結
果
は
、
先
行
研
究
（
前
出
、
注
五
）
と
し
て
紹

介
し
た
三
二
八
万
年
（
±
一
八
万
年
）
と
重
な
る
も
の
で
、三
ッ

森
山
安
山
岩
類
で
あ
る
こ
と
の
証
と
な
る
。た
だ
、沼
森
は
石
ヶ

森
、
大
森
に
比
べ
百
万

年
ほ
ど
新
し
い
。
す
で

に
紹
介
し
た
こ
と
だ
が
、

土
井
は
沼
森
を
新
第
三

紀
中
新
世
の
飯
岡
層
に

分
類
し
て
い
る
。
し
か

し
、
今
回
の
年
代
測
定

の
結
果
か
ら
判
ず
る
に
、

沼
森
の
起
源
を
石
ヶ
森

や
大
森
の
仲
間
と
見
る

ほ
う
が
適
切
だ
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
賢
治
の
地

質
学
者
と
し
て
の
判
断

は
、
お
お
む
ね
正
し
い

表２　K-Ar 年代測定

石ヶ森 343万年± 25万年

大森 338万年± 29万年

沼森 238万年± 18万年

（株）蒜山地質年代学研究所
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と
言
え
、
現
在
の
地
質
学
的
調
査
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
要
素
は

少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
大
正
時
代
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
な

ら
、地
質
学
者
と
し
て
の
宮
沢
賢
治
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
、

高
く
評
価
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。

作
品
「
沼
森
」
の
主
人
公
の
持
つ
地
質
学
的
知
見
は
、
盛
岡

高
等
農
林
学
校
で
地
質
学
を
学
ん
だ
宮
沢
賢
治
の
知
見
で
あ
る

こ
と
が
確
認
で
き
た
と
思
う
。
こ
こ
を
作
品
読
解
の
立
脚
点
と

し
、
文
学
と
し
て
の
作
品
「
沼
森
」
の
分
析
ス
テ
ー
ジ
に
進
ん

で
行
き
た
い
と
考
え
る
。

【
注
】

（
注
1
）「
文
教
大
学
国
文
」
第
50
号
、
文
教
大
学
国
文
学
会
、2021.3

（
注
2
）

文
庫
版
『
宮
沢
賢
治
全
集
３
』（
筑
摩
書
房
、1986.6

）「
本
文

に
つ
い
て
」
よ
り

（
注
3
）

文
庫
版
『
宮
沢
賢
治
全
集
８
』（
筑
摩
書
房
、1986.1
）「
本
文

に
つ
い
て
」
よ
り

（
注
4
）

佐
藤
伝
蔵
『
帝
国
百
科
全
書
第
十
八
編　

地
質
学
』（
明
治
明

治
44
年
10
月
、
第
14
版
）
の
輝
石
安
山
岩
の
項
に
、「
時
ト
シ
テ
石

英
ヲ
含
ム
コ
ト
ア
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
コ
レ
ヲ
石
英
安
山
岩D

acite

ト
云
フ
」
と
あ
る
。
佐
藤
伝
蔵
著
『
岩
石
地
質
学
』（
三
星
社
出
版

部
、
大
正
十
四
年
七
月
第
三
版
）
で
は
、「
石
英
安
山
岩
科
（D

acite 

Fam
ily

）
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
（
注
５
）

産
総
研
地
質
調
査
総
合
セ
ン
タ
ー
の
「
地
質
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
」
に
よ
れ
ば
、
三
ッ
森
山
安
類
に
関
し
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。「
岩
手
火
山
の
北
東
部
〜
南
東
部
に
か
け
て
，
三
ッ
森
山
，
谷

地
山
な
ど
の
低
い
山
塊
を
形
成
す
る
輝
石
安
山
岩
質
溶
岩
を
主
体
と

す
る
火
山
岩
類
で
あ
る
．
土
井
（2000 a

）
に
よ
る
と
，
熱
水
変
質

を
ほ
と
ん
ど
受
け
て
い
な
い
こ
と
か
ら
，
他
の
中
新
世
火
山
岩
類
と

明
瞭
に
区
分
さ
れ
，
岩
手
火
山
東
部
地
域
の
温
泉
試
錐
の
層
序
か
ら

本
安
山
岩
類
は
玉
川
溶
結
凝
灰
岩
類
の
う
ち
小
和
瀬
川
凝
灰
岩
を
覆

い
，
渋
民
溶
結
凝
灰
岩
に
覆
わ
れ
る
．
ま
た
，
石
川
ほ
か
（1999

）

は
本
安
山
岩
類
か
ら
3
・
28
±
0
・
18 M

a

の
全
岩K- A

r

年
代
を

報
告
し
て
い
る
．」


https: //gbank. gsj. jp/volcano/A

ct_V
ol/iw

ate/v01 /iw
t_db/geology/

kisai/3 _basem
ent_2. htm

l　

2021.  4.15

閲
覧

（
注
6
）

佐
藤
伝
蔵
『
帝
国
百
科
全
書
第
十
八
編　

地
質
学
』（
明
治
明

治
44
年
10
月
、
第
14
版
）
で
は
、
深
造
岩
と
火
山
岩
と
が
区
別
さ
れ
、

深
造
岩
が
「
深
造
的
」
と
「
岩
脈
」
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
伝

蔵
著
『
岩
石
地
質
学
』（
三
星
社
出
版
部
、大
正
十
四
年
七
月
第
三
版
）

で
は
、「
火
成
岩
各
論
」
の
立
項
の
も
と
、「
深
成
岩
類
」「
脈
岩
類
」「
火

山
岩
類
」
の
区
別
を
設
け
て
い
る
。

（
注
7
）

井
上
克
弘
著
『
石
っ
こ
賢
さ
ん
と
盛
岡
高
等
農
林
―
偉
大
な
風

景
作
家　

宮
沢
賢
治
―
』（
地
方
公
論
社
、1992.5

）
（

注
8
）

産
総
研
地
質
調
査
総
合
セ
ン
タ
ー
の
「
地
質
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
」
に
よ
れ
ば
、
東
岩
手
火
山
噴
出
物
に
関
し
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。「
東
岩
手
火
山
噴
出
物
の
大
半
は
か
ん
ら
ん
石
玄
武
岩
及

び
斜
方
輝
石
か
ん
ら
ん
石
玄
武
岩
で
，
最
新
噴
出
物
の
焼
走
り
溶

岩
は
か
ん
ら
ん
石
含
有
単
斜
輝
石
斜
方
輝
石
玄
武
岩
質
安
山
岩
で
あ

る
．」

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（16）

の
表
層
に
堆
積
物
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
沼
森

平
で
泥
炭
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
大
正
時
代

は
現
在
よ
り
泥
炭
が
露
出
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
沼
森

の
沼
に
水
を
供
給
し
て
い
る
の
は
岩
手
山
で
あ
る
こ
と
は
、
地

形
図
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
沼
森
平
の
さ
ら
に
岩
手
山
寄
り
に

は
、
春
子
谷
地
と
い
う
湿
原
地
帯
が
存
在
す
る
。
沼
森
平
も
か

つ
て
は
春
子
谷
地
の
よ
う
な
湿
原
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。

沼
森
平
は
、
も
と
も
と
は
沼
森
や
谷
地
山
、
大
森
な
ど
に
囲

ま
れ
た
渓
谷
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
岩
手
山
の
噴
火

が
始
ま
り
、
巨
大
な
山
容
が
す
ぐ
近
く
に
聳
え
立
つ
こ
と
に
な

る
。岩
手
山
は
何
度
も
大
規
模
な
山
体
崩
壊
を
繰
り
返
し
た
が
、

十
二
万
年
ほ
ど
前
に
起
き
た
「
小
岩
井
岩
屑
な
だ
れ
」（
前
出

『
岩
手
山
の
地
質
―
火
山
灰
が
語
る
噴
火
史
―
』）
に
よ
る
堆
積

物
が
小
さ
な
渓
谷
に
流
れ
込
み
平
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
沼
森
平
に
あ
る
大
小
の
沼
の
存
在
は
、
確
か
に
辺
り
が

沼
ま
た
は
湿
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
何
万
年
前
の
こ

と
を
想
像
す
れ
ば
よ
い
の
か
漠
然
と
し
か
分
か
ら
な
い
に
し
て

も
、
主
人
公
の
言
う
「
洪
積
ご
ろ
」
と
は
、
お
そ
ら
く
岩
手
山

の
出
現
の
後
の
こ
と
と
限
定
し
て
考
え
て
も
間
違
い
は
な
い
だ

ろ
う
。

蒜
山
地
質
年
代
学
研
究
所
に
依
頼
し
、
石
ヶ
森
、
大
森
、
沼

森
の
絶
対
年
代
の
測
定
を
行
っ
た
（
表
２
）。

こ
の
測
定
結
果
は
、
先
行
研
究
（
前
出
、
注
五
）
と
し
て
紹

介
し
た
三
二
八
万
年
（
±
一
八
万
年
）
と
重
な
る
も
の
で
、三
ッ

森
山
安
山
岩
類
で
あ
る
こ
と
の
証
と
な
る
。た
だ
、沼
森
は
石
ヶ

森
、
大
森
に
比
べ
百
万

年
ほ
ど
新
し
い
。
す
で

に
紹
介
し
た
こ
と
だ
が
、

土
井
は
沼
森
を
新
第
三

紀
中
新
世
の
飯
岡
層
に

分
類
し
て
い
る
。
し
か

し
、
今
回
の
年
代
測
定

の
結
果
か
ら
判
ず
る
に
、

沼
森
の
起
源
を
石
ヶ
森

や
大
森
の
仲
間
と
見
る

ほ
う
が
適
切
だ
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
賢
治
の
地

質
学
者
と
し
て
の
判
断

は
、
お
お
む
ね
正
し
い

表２　K-Ar 年代測定

石ヶ森 343万年± 25万年

大森 338万年± 29万年

沼森 238万年± 18万年

（株）蒜山地質年代学研究所
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写真１　遠方が岩手山（2038 ｍ）、手前が沼森（582ｍ）

写真２

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（18）
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閲
覧
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注
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）
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研
地
質
調
査
総
合
セ
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タ
ー
の
「
地
質
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
」
に
よ
れ
ば
、
網
張
火
山
群
に
関
し
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
中
川
（1987

）
は
三
ッ
石
山
以
東
に
分
布
す
る
更
新
世
以
降
の
火

山
群
（
こ
れ
ら
の
火
山
群
に
対
し
て
河
野
・
上
村
，1964

は
岩
手
火

山
群
と
命
名
し
て
い
る
）
を
，
基
底
部
の
松
川
安
山
岩
と
，
そ
れ
を

覆
う
中
・
小
火
山
群
，
お
よ
び
比
較
的
大
き
な
山
体
を
つ
く
る
岩
手

火
山
に
区
分
し
，
こ
の
う
ち
中
・
小
火
山
群
に
つ
い
て
網
張
火
山
群

と
命
名
し
た
．」
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t_db/geology/

kisai/6 _am
ihari. htm

l　

2021.4.15
閲
覧

（
注
10
）　
「
宮
沢
賢
治
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
〈
鬼
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〉
を
巡
っ
て
―〈
鬼

古
里
山
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と
〈
燧
堀
山
〉―
」（「
文
学
部
紀
要
」
26
‐
2
号
、
文
教

大
学
文
学
部
、2013.3
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写真１　遠方が岩手山（2038 ｍ）、手前が沼森（582ｍ）

写真２

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（18）
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。
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（1987

）
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石
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以
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す
る
更
新
世
以
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（
こ
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の
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山
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に
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を
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基
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の
松
川
安
山
岩
と
，
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れ
を
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・
小
火
山
群
，
お
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び
比
較
的
大
き
な
山
体
を
つ
く
る
岩
手

火
山
に
区
分
し
，
こ
の
う
ち
中
・
小
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張
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し
た
．」
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（21）

試料「石ヶ森」の偏光顕微鏡写真。上（a)：開放ニコル、下 (b)：直交ニコル

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（20）

写真３

写真４　石ヶ森写真５　沼森
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（21）

試料「石ヶ森」の偏光顕微鏡写真。上（a)：開放ニコル、下 (b)：直交ニコル

宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（20）

写真３

写真４　石ヶ森写真５　沼森
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宮沢賢治作品における岩頸表象（一）

（22）

試料「沼森」の偏光顕微鏡写真。上（a)：開放ニコル、下 (b)：直交ニコル


