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た
世
界
各
地
の
特
徴
的
な
地
質
関
係
の

写
真
を
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。建
築
分
野

で
は
、人
の
住
ん
で
い
な
い
地
球
上
の
場

所
の
写
真
を
こ
れ
ほ
ど
に
続
け
て
み
る
こ

と
は
あ
り
得
な
い
。実
に
新
鮮
な
体
験
で

あ
っ
た
し
、時
に
近
い
よ
う
で
遠
い
彼
我

の
根
本
的
な
違
い
を
見
た
思
い
が
し
た
。

私
の
世
界
理
解
に
と
っ
て
は
重
要
な
最

終
講
義
だ
っ
た
。

私
事
で
恐
縮
で
す
が

　
さ
て
、本
誌
が
お
手
元
に
届
く
頃
、二

〇
二
三
年
二
月
二
十
日
、か
く
言
う
私
自

身
が
、東
京
大
学
で
の
最
終
講
義
を
行
っ

て
い
る
筈
で
あ
る
。本
稿
は
そ
の
二
カ
月

前
に
書
い
て
い
る
が
、い
ま
だ
内
容
は
未

定
で
あ
る
。

　
槇
先
生
の
よ
う
な
鮮
烈
な
建
築
と
の

出
会
い
の
経
験
も
な
い
。加
藤
先
生
の
よ

う
に
フ
ォ
ー
カ
ス
の
は
っ
き
り
し
た
研
究

を
継
続
し
て
き
た
訳
で
も
な
い
。東
畑
先

生
の
よ
う
な
大
き
な
研
究
対
象
に
ぶ
つ

か
っ
て
き
て
も
い
な
い
。こ
ん
な
取
柄
の

な
い
私
で
は
あ
る
が
、何
と
か
未
来
に
繋

が
る
話
題
を
提
供
で
き
て
い
れ
ば
幸
い
な

こ
と
で
あ
る
。

昭
和
三
十
八
年

二
月
二
十
五
日

　
本
連
載
の
な
か
で
紹
介
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
が
、日
本
で
最
初
の
超
高
層
と
も

言
わ
れ
る
霞
が
関
ビ
ル
の
計
画
か
ら
竣

工
ま
で
の
経
緯
を
、当
時
の
東
映
オ
ー
ル

ス
タ
ー
・
キ
ャ
ス
ト
で
描
い
た「
超
高
層

の
あ
け
ぼ
の
」（
一
九
六
九
年
公
開
）と

い
う
映
画
が
あ
る
。

　
こ
の
映
画
の
冒
頭
の
場
面
は
、私
に

と
っ
て
は
些
か
興
味
深
い
も
の
だ
。そ
の

場
面
と
は
、昭
和
三
十
八
年
二
月
二
十
五

日
、古
川
善
治
教
授
と
い
う
人
物
の
東
京

大
学
で
の
最
終
講
義
の
場
面
で
あ
る
。古

川
は
建
築
構
造
学
の
教
授
と
い
う
設
定

で
あ
り
、こ
の
最
終
講
義
で
は
日
本
に
お

も
ち
ろ
ん
、最
終
講
義
の
構
成
に
は
そ
れ

ぞ
れ
の
教
授
の
個
性
が
表
れ
、多
様
で
あ

り
得
る
が
、こ
の
映
画
の
な
か
で
の
古
川

の
講
義
の
よ
う
な
構
成
を
と
る
場
合
が

一
般
に
多
い
。

　
長
ら
く
大
学
に
い
た
も
の
だ
か
ら
、私

自
身
は
相
当
な
数
の
退
官
教
授（
国
立

大
学
の
時
の
呼
び
方
）、退
職
教
授（
国

立
大
学
法
人
に
な
っ
て
か
ら
の
呼
び
方
）

の
最
終
講
義
を
聴
講
し
て
き
た
経
験
が

あ
り
、研
究
者
人
生
・
教
育
者
人
生
を

振
り
返
る
構
成
が
多
い
こ
と
を
知
っ
て
い

る
し
、そ
の
構
成
が
好
き
で
も
あ
っ
た
。

　
い
く
つ
か
印
象
に
残
る
最
終
講
義
の

内
容
を
披
露
し
て
お
こ
う
。

　
先
ず
は
、世
界
的
な
建
築
家
と
し
て
今

も
ご
活
躍
の
槇
文
彦
先
生
。先
生
の
最
終

講
義
の
始
ま
り
は
、人
生
最
初
に
心
動
か

さ
れ
た
建
築
の
話
だ
っ
た
。東
五
反
田
の

辺
り
で
育
っ
た
槇
先
生
の
幼
少
期
、今
で

は
ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
も
立
ち
並
ぶ
周
辺

地
区
に
は
ま
だ
殆
ど
目
立
つ
も
の
は
建
っ

て
い
な
か
っ
た
。そ
の
な
か
に
一
際
目
立

つ
白
く
て
四
角
い
建
築
が
あ
っ
た
。そ
れ

が
大
正
期
か
ら
活
躍
し
て
い
た
建
築
家

土
浦
亀
城
の
自
邸
だ
っ
た
と
い
う
話
で

あ
る
。私
の
頭
の
な
か
で
は
結
び
付
い
て

け
る
超
高
層
建
築
実
現
の
夢
を
語
り
、そ

の
夢
を
学
生
諸
君
の
よ
う
な
若
い
世
代

の
建
築
技
術
者
に
託
す
と
い
う
主
旨
の

話
で
締
め
く
く
る
。

　
実
際
、昭
和
三
十
八
年
二
月
の
時
点

に
お
い
て
、日
本
の
建
物
に
は
三
一
㍍
と

い
う
高
さ
制
限
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、超

高
層
ビ
ル
は
一
切
建
設
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。と
こ
ろ
が
、こ
の
年
の
七
月
に
建
築

い
な
か
っ
た
、世
代
の
大
き
く
異
な
る
二

人
の
建
築
家
が
、こ
の
よ
う
な
絆
で
結
ば

れ
て
い
た
こ
と
は
と
て
も
意
外
で
、最
終

講
義
ら
し
い
話
と
し
て
私
の
記
憶
に
刻

ま
れ
た
。

　
槇
先
生
の
一
～
二
年
後
だ
っ
た
と
思

う
が
、今
度
は
鋼
構
造
の
分
野
を
先
導
さ

れ
た
加
藤
勉
先
生
の
最
終
講
義
が
あ
っ

た
。た
ま
た
ま
私
の
隣
に
、当
時
建
築
構

造
設
計
者
の
世
界
で
他
を
寄
せ
付
け
な

い
作
品
を
次
々
に
実
現
し
て
い
た
木
村

俊
彦
さ
ん
が
座
っ
て
い
ら
し
た
。加
藤
先

基
準
法
の
改
正
が
行
わ
れ
、容
積
制
を
採

用
し
た
地
区
で
は
、そ
の
容
積
の
範
囲
内

な
ら
建
築
物
の
高
さ
が
三
一
㍍
を
超
え

て
も
良
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。ま

さ
に
映
画
に
お
い
て
も
こ
の
史
実
通
り
に

事
が
進
み
、古
川
は
東
京
大
学
退
官
後
、

霞
が
関
ビ
ル
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
加
わ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　
さ
て
、こ
の
古
川
は
劇
中
の
役
名
に

生
の
若
い
頃
か
ら
退
官
ま
で
を
貫
い
た

研
究
テ
ー
マ
に
関
す
る
講
義
が
終
わ
っ

た
時
、木
村
さ
ん
が「
実
に
フ
ォ
ー
カ
ス

の
し
っ
か
り
し
た
研
究
だ
」と
呟
か
れ
た

の
を
聞
き
、建
築
構
造
に
関
す
る
学
者
と

実
践
者
の
何
と
も
清
ら
か
な
関
係
を
初

め
て
知
っ
た
。

　
次
は
少
々
新
し
く
、ま
た
建
築
で
は
な

く
土
木
の
方
の
最
終
講
義
に
な
る
が
、地

盤
工
学
の
東
畑
郁
生
先
生
の
講
義
。東

畑
先
生
は
自
身
の
研
究
課
題
を
時
系
列

で
振
り
返
り
な
が
ら
、そ
の
時
々
に
訪
ね

過
ぎ
な
い
が
、実
在
の
東
京
大
学
教
授
、

武
藤
清（
一
九
〇
三

－

一
九
八
九
年
）が

モ
デ
ル
だ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。劇
中
の
最
終
講
義
で
の
古
川
の
話
の

内
容
が
、現
実
世
界
の
武
藤
の
そ
れ
と
重

な
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、名
優
中
村
伸
郎
演
じ
る
古
川
の
話

は
、い
か
に
も
最
終
講
義
ら
し
く
、「
さ

も
あ
り
な
ん
」と
頷
か
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
。思

い
出
さ
れ
る
講
義

　
何
が
最
終
講
義
ら
し
い
か
と
言
え
ば
、

自
分
の
学
生
時
代
の
話
に
始
ま
り
、残
さ

れ
た
課
題
、こ
れ
か
ら
の
若
い
世
代
へ
の

期
待
で
終
わ
る
と
い
う
構
成
が
で
あ
る
。

23 222023.02


