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日本三大美堰堤の一つ“白水ダム”

城の石垣のように「阿蘇溶結凝灰岩」を積み上げた堤体。
水流を弱めるため、左岸側 上流から見て左側 は｢階段状｣
の流路となっている。〔大分県竹田市〕
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●
最
古
の
石
材
＝
石
器 

人
類
が
最
初
に
利
用
し
た
石
材
は
、
石
と
石
を
ぶ
つ
け
て
、
割
れ
て
と
が
っ
た

石
を
道
具
と
し
て
使
用
し
た
石
器
で
す
。
石
器
の
利
用
は
、
今
か
ら
２
５
０
万

年
以
上
前
の
猿
人

え
ん
じ
ん

（
ホ
モ
・
ハ
ビ
リ
ス
）
の
時
代
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。
最
古
の

石
器
群
は
、
東
ア
フ
リ
カ
で
見
つ
か
っ
て
い
て
、
オ
ル
ド
ワ
ン
（
オ
ル
ド
ヴ
ァ
イ
）
石

器
群
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

日
本
で
は
、
北
海
道
か
ら
九
州
ま
で
、
１
万
か
所
以
上
の
旧
石
器
時
代
の
遺い

跡せ
き

か
ら
、
黒
曜
石

こ
く
よ
う
せ
き

な
ど
で
で
き
た
石
器
が
数
多
く
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本

の
最
古
の
石
器
は
、
島
根
県
出
雲

い

ず

も

市
の
砂
原

す
な
ば
ら

遺
跡
か
ら
出
土
し
た
11
～
12
万 

年
前
の
石
器
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

学
会
で
論
争
が
続
い
て
い
ま
す
。 

石
器
に
は
じ
ま
り
、
岩
石
を
石
材
と
し

て
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
類
は
、
今

日
の
進
ん
だ
文
明
を
築
き
上
げ
て
き
た
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

黒 曜 石 の石 器  
（白 滝 ジオパーク HP）

旧 石 器 時 代 の区 分 と代 表 的 な石 器 （国 立 科 学 博 物 館 HP）
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は
じ
め
に 

石
材
と
は
、
私
た
ち
の
生
活
に
利
用
さ
れ
て
い
る

加
工
し
た
岩
石
の
こ
と
で
す
。
私
た
ち
の
住
ん
で
い
る

街
の
中
に
は
、
様
々
な
種
類
の
石
材
が
、
い
ろ
い
ろ
な

所
で
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
ビ
ル
や
駅
、
お
寺
や
神
社
、

公
園
や
墓
地
、
お
城
や
住
宅
な
ど
で
、
ま
た
、
身
の

回
り
の
実
用
品
や
美
術
工
芸
品
に
も
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。 

今
回
は
、
こ
の
よ
う
な
風
景
の
中
や
生
活
の
中
に

溶と

け
こ
ん
で
、
普
段

ふ

だ

ん

何
気

な

に

げ

な
く
見
過
ご
し
て
い
る
石

材
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
み
ま
し
た
。 

こ
の
小
冊
子
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
多
く
の
皆み

な

さ
ん
が
、
自
分
た
ち
が
住
ん
で
い
る
地
域
の
地
質
や

日
本
列
島
の
成
り
立
ち
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
嬉う

れ

し
く
思
い
ま
す
。 

そ
れ
で
は
、
身
近
で
美
し
い
石
材
の
世
界
へ
、
ご
案
内
し
ま
す
。 

私たちの街の中の石材
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●
日
本
の
代
表
的
な
石
材 

現
在
、
日
本
で
比
較
的

ひ

か

く

て

き

多
く
掘
り
出
さ
れ
て
い
る
石
材
は
、
花
崗
岩
、
安
山
岩
、
凝
灰
岩
、
大
理

石
や
石
灰
岩
で
す
。
花
崗
岩
は
、
墓
石
、
土
木
用
材
、
建
築
用
材
、
記
念
碑

き

ね

ん

ひ

、
灯
篭

と
う
ろ
う

な
ど
に
、
安
山

岩
は
、
造
園
用
材
、
敷
石

し
き
い
し

、
張
り
石
な
ど
に
、
凝
灰
岩
は
、
門
塀

も

ん

へ
い

、
外
壁
、
浴
室
な
ど
に
、
大
理
石
と

石
灰
岩
は
、
床
や
壁
、
内
装
、
美
術
工
芸
品
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

          日 本 の石 材 一 覧 （岩 田 ，1990） 
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●
石
材
に
向
く
石
と
向
か
な
い
石 

岩
石
に
は
、
使
用
す
る
用
途

よ

う

と

に
よ
っ
て
、
石
材
に
向
く
石
と
向
か

な
い
石
が
あ
り
ま
す
。
土
木
工
事
や
建
物
の
外
壁

が

い
へ
き

に
使
用
す
る
場

合
は
、
熱
や
風
雨
に
強
く
、
大
量
に
掘ほ

り
出
す
こ
と
が
で
き
、
値
段

が
安
い
こ
と
が
重
要
で
す
。
安
山
岩

あ
ん
ざ
ん
が
ん

や
花
崗
岩

か

こ

う

が

ん

、
凝
灰
岩

ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

（
岩
石
の 

種
類
に
つ
い
て
は
、
第
４
章
で

お
話
し
し
ま
す
。
）
な
ど
が
よ

く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。 

一
方
、
室
内
の
壁か

べ

や
床ゆ

か

、

美
術
工
芸
品
な
ど
に
使
用
す 

る
場
合
は
、
美
し
い
色
や
模
様
が
あ
り
、
加
工
し
や
す
い
こ
と
が

重
要
で
、
大
理
石

だ

い
り

せ

き

や
石
灰
岩

せ
っ
か
い
が
ん

、
蛇
紋
岩

じ
ゃ
も
ん
が
ん

な
ど
が
利
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
日
本
の
岩
石
に
は
な
い
美
し
い
色
や
模
様
、
あ
る
い
は

珍
め
ず
ら

し
い
化
石
の
入
っ
た
石
材
が
、
い
ろ
い
ろ
な
国
か
ら
輸
入
さ

れ
て
い
ま
す
。 

左：蛇 紋 岩  右 ：渦 巻 石 灰 岩 （中 国 産）
（青 木 正 博 氏 撮 影 ） 

左：安 山 岩 の石 垣     右：花 崗 岩 の外 壁
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中
央
広
間
の
壁か

べ

や
傍
聴
人

ぼ
う
ち
ょ
う
に
ん

階
段
の
壁
に
は
、
「
琉
球
石

り
ゅ
う
き
ゅ
う
い
し

」
と
呼
ば
れ

る
黄
灰
色
～
黄
褐
色

お
う
か
っ
し
ょ
く

の
穴
の
多
く
あ
い
て
い
る
石
灰
岩
が
使
わ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
石
材
は
、
沖
縄

お
き
な
わ

県
の
宮
古
島

み

や

こ
じ

ま

と
瀬
底
島

せ

そ

こ
じ

ま

か
ら
掘
り
出
さ
れ

て
運
ば
れ
ま
し
た
。
隆
起

り
ゅ
う
き

サ
ン
ゴ
礁

し
ょ
う

を
造
っ
て
い
る
も
の
で
、
わ
ず
か
な

縞
模
様

し

ま

も

よ

う

が
見
ら
れ
、
石
灰
藻

せ
っ
か
い
そ
う

な
ど
の
化
石
を
多
く
含ふ

く

ん
で
い
ま
す
。 

中
央
広
間
や
御
休
所
前

ご
き
ゅ
う
し
ょ
ま
え

広
間
の
床ゆ

か

に
は
、
大
理
石

だ

い
り

せ

き

を
使
っ
た
み
ご

と
な
モ
ザ
イ
ク
の
模
様
が
描え

が

か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
モ
ザ
イ
ク
は
、
わ
が

国
は
じ
め
て
の
本
格
的
な
も
の
で
、
使
っ
た
石
の
数
は
お
よ
そ
１
６
０
万

個
に
及お

よ

び
ま
す
。 

両
院
玄
関
の
広
間
と
第
１
議
員
階
段
に
は
、
オ
ニ
ッ
ク
ス
・
マ
ー
ブ
ル

と
呼
ば
れ
る
黄
灰
色
～
黄
褐
色
で
、
細
か
な
縞
模
様
が
美
し
い
大
理

石
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

現
在
の
国
会
議
事
堂
は
、
１
９
２
０
年
１
月
に
着
工
し
、
１
９
３
６
年

11
月
ま
で
の
、
お
よ
そ
17
年
の
年
月
を
か
け
て
完
成
し
ま
し
た
。
興
味

の
あ
る
方
は
見
学
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。 

中央広間のモザイク 
（参議院 HP） 

中央広間の石材 
（参議院 HP） 

5 
 

１
．
建
物
に
使
わ
れ
て
い
る
石
材 

●
国
会
議
事
堂 

国
会
議
事
堂
は
、
石
材
の
博
物
館
と
言
わ
れ
、
す
べ
て
国
産
の
石
材
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
岩
石
の
種

類
で
は
花
崗
岩

か

こ
う

が

ん

の
仲
間
が
３
種
類
、
蛇
紋
岩

じ
ゃ
も
ん
が
ん

が
３
種
類
、
凝
灰
岩

ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

が
１
種
類
、
石
灰
岩

せ
っ
か
い
が
ん

の
仲
間
が
32
種

類
で
す
。
そ
の
石
材
を
す
べ
て
積
み
上
げ
る
と
、
富
士
山
の
お
よ
そ
30
倍
の
高
さ
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
ま
さ
に
、
日
本
一
の
石
の
大
建
築
物
で
す
。 

中
央
棟と

う

の
外
壁

が
い
へ
き

を
見
る
と
、
１
階
部
分
は
「
黒
髪
石

く
ろ
が
み
い
し

」
と
呼
ば
れ
る

白
っ
ぽ
い
花
崗
岩
で
、
山
口
県
周
南

し
ゅ
う
な
ん

市
の
南
西
に
あ
る
黒
髪
島

く
ろ
か
み
じ
ま

か
ら

掘ほ

り
出
さ
れ
て
運
ば
れ
た
も
の
で
す
。
２
階
よ
り
上
の
部
分
や
衆
議

院
・
参
議
院
（
両
院
）
の
玄
関

げ
ん
か
ん

の
柱
は
、
「
桜
御
影

さ
く
ら
み
か
げ

」
と
呼
ば
れ
る
薄う

す

い
ピ

ン
ク
色
の
花
崗
岩
で
、
こ
の
石
材
は
、
広
島
県
呉く

れ

市
の
南
に
あ
る
倉
橋

く
ら
は
し

島じ
ま

か
ら
掘
り
出
さ
れ
て
運
ば
れ
た
も
の
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
石
材
が
も
っ
て
い
る
色
を
組
み
合
わ
せ
て
、
調
和
の
と
れ

た
、
美
し
く
て
重
厚
な
景
観
を
つ
く
り
上
げ
て
い
ま
す
。 

国会議事堂の外壁の石材 
（http://strolling.exblog.jp/1262630） 
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現
在
の
国
会
議
事
堂
は
、
１
９
２
０
年
１
月
に
着
工
し
、
１
９
３
６
年

11
月
ま
で
の
、
お
よ
そ
17
年
の
年
月
を
か
け
て
完
成
し
ま
し
た
。
興
味

の
あ
る
方
は
見
学
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。 

中央広間のモザイク 
（参議院 HP） 

中央広間の石材 
（参議院 HP） 
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●
建
物
の
中
に
使
わ
れ
て
い
る
石
材 

石
材
は
、
他
の
材
料
に
は
見
ら
れ
な
い
色
や
模
様
、
質
感
や
素
材
感
が
あ
り
、
保
温
性
が
高
く
、
天
然

素
材
な
ら
で
は
の
特
長
が
あ
り
ま
す
。
室
内
の
床
や
内
壁

な
い
へ
き

、
洗
面
台
や
キ
ッ
チ
ン
テ
ー
ブ
ル
な
ど
で
は
デ
ザ

イ
ン
性
を
、
床
暖
房

ゆ
か
だ
ん
ぼ
う

や
暖
炉

だ

ん

ろ

な
ど
で
は
保
温
性
を
生
か
し
て
い
ま
す
。
近
年
で
は
、
石
材
で
建
築
す
る
住

宅
も
増
え
、
重
厚
な
雰
囲
気

ふ

ん

い

き

や
、
遮
音
性

し
ゃ
お
ん
せ
い

、
音
響
効
果

お
ん
き
ょ
う
こ
う
か

な
ど
も
好
ま
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
木
材
が
多

く
採
れ
る
の
で
、
住
宅
に
は
木
材
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
石
材
も
魅
力

み
り
ょ
く

が
あ
り
ま
す
。
建
物

に
使
わ
れ
て
い
る
様
々
な
石
材
を
探
し
て
み
る
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。 

        

洗面台に使われている石材 

床や内壁に使われている石材 

エレベーターに使われている石材 
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●
石
蔵
や
石
塀 

石
材
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
に
、
凝
灰
岩
が
あ
り
ま
す
。
凝
灰
岩
は
柔や

わ

ら
か
く
て
加
工

し
や
す
い
た
め
、
縄
文

じ
ょ
う
も
ん

時
代
に
は
竪
穴

た
て
あ
な

式
住
居
の
炉ろ

の
石
と
し
て
、
古
墳

こ

ふ

ん

時
代
に
は
横
穴
式
石
室

せ
き
し
つ

の
材

料
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
耐
火
性

た

い
か

せ

い

が
高
い
の
で
、
古
く
か
ら
石
蔵
や
石
塀

い
し
べ
い

と
し
て
利
用
さ
れ
、
石
蔵
は
、

近
年
で
は
飲
食
店
な
ど
と
し
て
装

よ
そ
お

い
を
新
た
に
し
て
い
ま
す
。 

石
材
に
利
用
さ
れ
て
い
る
代
表
的
な
凝
灰
岩
と
し
て
は
、
今
か
ら
１
５
０
０
万
年
前
に
で
き
た
、
栃
木

と

ち

ぎ

県
宇
都
宮
市
大
谷

お

お

や

地
区
か
ら
切
り
出
さ
れ
る
「
大
谷
石
」
が
あ
り
ま
す
。 

        

大谷石の石塀 

大谷石の石蔵 

石蔵を利用した飲食店 

7
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●
建
物
の
中
に
使
わ
れ
て
い
る
石
材 

石
材
は
、
他
の
材
料
に
は
見
ら
れ
な
い
色
や
模
様
、
質
感
や
素
材
感
が
あ
り
、
保
温
性
が
高
く
、
天
然

素
材
な
ら
で
は
の
特
長
が
あ
り
ま
す
。
室
内
の
床
や
内
壁

な
い
へ
き

、
洗
面
台
や
キ
ッ
チ
ン
テ
ー
ブ
ル
な
ど
で
は
デ
ザ

イ
ン
性
を
、
床
暖
房

ゆ
か
だ
ん
ぼ
う

や
暖
炉

だ

ん

ろ

な
ど
で
は
保
温
性
を
生
か
し
て
い
ま
す
。
近
年
で
は
、
石
材
で
建
築
す
る
住

宅
も
増
え
、
重
厚
な
雰
囲
気

ふ

ん

い

き

や
、
遮
音
性

し
ゃ
お
ん
せ
い

、
音
響
効
果

お
ん
き
ょ
う
こ
う
か

な
ど
も
好
ま
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
木
材
が
多

く
採
れ
る
の
で
、
住
宅
に
は
木
材
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
石
材
も
魅
力

み
り
ょ
く

が
あ
り
ま
す
。
建
物

に
使
わ
れ
て
い
る
様
々
な
石
材
を
探
し
て
み
る
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。 

        
洗面台に使われている石材 

床や内壁に使われている石材 

エレベーターに使われている石材 
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石垣の構造 
（三浦正幸著 「城のつくり方図典」  小学館） 

間石
あいいし

 

積み石 

根石 

飼石
かいいし

 

裏込
うらごめ

 

松の胴木 

松の杭 

天端石
てんばいし

 

に
は
、
瀬
戸
内
海

せ

と

な

い

か

い

の
島
々
や
兵
庫
県
の
石
切
場

い
し

き

り

ば

か
ら
掘ほ

り
出
さ
れ
た
花
崗
岩

か

こ
う

が

ん

が
使
わ
れ
て
い
て
、
水
上

輸
送
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
石
垣
の
中
は
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
石
垣

の
裏
側
に
は
土
が
あ
り
ま
す
が
、
土

だ
け
で
は
急
な
傾
斜

け
い
し
ゃ

を
つ
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
、
石
垣
に
よ
っ
て
そ

の
土
が
崩く

ず

れ
る
こ
と
を
防
い
で
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
石
垣
は
、
土
や
水
の

力
を
受
け
て
も
壊こ

わ

れ
な
い
よ
う
に
造

ら
れ
て
い
ま
す
。
石
垣
は
、
表
面
に

積
み
上
げ
ら
れ
た
大
き
く
て
重
い
石

材
だ
け
で
で
き
て
い
る
よ
う
に
見
え

ま
す
が
、
そ
の
奥お

く

に
は
小
さ
な
石
が

た
く
さ
ん
詰つ

め
込こ

ま
れ
て
い
ま
す
。 

9 
 

２
．
石
垣
や
橋
に
使
わ
れ
て
い
る
石
材 

石
材
は
、
建
物
以
外
に
も
、
石
垣

い
し
が
き

、
橋
、
道
路
、
ダ
ム
、
ト
ン
ネ
ル
な
ど
、
生
活
す
る
う
え
で
必
要
な

様
々
な
施
設

し

せ

つ

に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
石
材
を
用
い
た
施
設
に
は
、
建
設
当
時
最
高
レ
ベ
ル
の
技
術

が
た
く
さ
ん
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
石
垣
と
橋
に
つ
い
て
紹
介

し
ょ
う
か
い

し
ま
す
。 

●
石
垣 

石
材
で
造
ら
れ
て
い
る
施
設
の
中
で
、
最
も
馴
染

な

じ

み
深
い
の
が

お
城
の
石
垣
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
建
物
（
天
守

て
ん
し
ゅ

）
は
焼
け
落
ち

て
し
ま
っ
て
い
て
も
、
石
垣
だ
け
は
今
も
残
っ
て
い
る
場
所
が
多
く

あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
巨
石

き
ょ
せ
き

を
用
い
た
大
阪
城

お
お
さ
か
じ
ょ
う

（
大
坂
城
）
の

石
垣
は
特
に
有
名
で
す
。
現
在
の
大
阪
城
は
、
徳
川
幕
府
の
天て

ん

下か

普
請

ぶ

し

ん

に
よ
っ
て
江
戸
時
代
の
初
期
に
造
ら
れ
た
も
の
で
す
。
そ

の
石
垣
は
、
大
き
さ
が
畳

た
た
み

30
枚
分
（
約

60
㎡
）
、
推
定
で
重
さ
１

０
０
ト
ン
を
超こ

え
る
巨
大

き
ょ
だ
い

な
石
材
が
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
わ
が
国

で
最
も
す
ば
ら
し
い
石
垣
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
石
垣
の
石
材 

大阪城京都口の石垣 
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石垣の構造 
（三浦正幸著 「城のつくり方図典」  小学館） 

間石
あいいし

 

積み石 

根石 

飼石
かいいし

 

裏込
うらごめ

 

松の胴木 

松の杭 

天端石
てんばいし

 

に
は
、
瀬
戸
内
海

せ

と

な

い

か

い

の
島
々
や
兵
庫
県
の
石
切
場

い
し

き

り

ば

か
ら
掘ほ

り
出
さ
れ
た
花
崗
岩

か

こ
う

が

ん

が
使
わ
れ
て
い
て
、
水
上

輸
送
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
石
垣
の
中
は
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
石
垣

の
裏
側
に
は
土
が
あ
り
ま
す
が
、
土

だ
け
で
は
急
な
傾
斜

け
い
し
ゃ

を
つ
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
、
石
垣
に
よ
っ
て
そ

の
土
が
崩く

ず

れ
る
こ
と
を
防
い
で
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
石
垣
は
、
土
や
水
の

力
を
受
け
て
も
壊こ

わ

れ
な
い
よ
う
に
造

ら
れ
て
い
ま
す
。
石
垣
は
、
表
面
に

積
み
上
げ
ら
れ
た
大
き
く
て
重
い
石

材
だ
け
で
で
き
て
い
る
よ
う
に
見
え

ま
す
が
、
そ
の
奥お

く

に
は
小
さ
な
石
が

た
く
さ
ん
詰つ

め
込こ

ま
れ
て
い
ま
す
。 

間石
あいいし

積み石

根石

飼石
かいいし

裏込
うらごめ

松の胴木

松の杭

天端石
てんばいし

10
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石
材
で
ア
ー
チ
橋
を
造
る
順
序
は
、
は
じ
め
に
、
木
材
で
ア
ー
チ
を
支
え
る
た
め
の
木
枠

き

わ

く

（
支
保
工

し

ほ

こ

う

）
を

組
み
立
て
ま
す
。
次
に
、
そ
の
木
枠
に
沿
っ
て
石
材
を
積
み
上
げ
、
最
後
に
、
木
枠
を
取
り
は
ず
し
て
完

成
と
な
り
ま
す
。 

石
材
を
用
い
た
有
名
な
橋
に
、
熊
本

く
ま
も
と

県
の
通
潤
橋

つ
う
じ
ゅ
ん
き
ょ
う

が
あ
り
ま

す
。
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
通
潤
橋
は
、
江
戸
時

代
の
後
期
に
架か

け
ら
れ
た
わ
が
国
最
初
の
水
路
橋
で
、
長
さ
76
ｍ
、

高
さ
約

20
ｍ
の
ア
ー
チ
橋
で
す
。
通
潤
橋
に
使
わ
れ
て
い
る
石
材

は
、
川
の
両
岸
や
川
の
底
か
ら
切
り
出
し
た
溶
結
凝
灰
岩

よ
う
け
つ
ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

で
、
最

も
重
要
な
ア
ー
チ
部
分
に
は
、
厚
さ
が
90
㎝
も
あ
る
切
石

き
り
い
し

が
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
橋
が
高
く
、
ま
た
、
水
を
送
る
際
の
振
動

し
ん
ど
う

が
あ
る

こ
と
か
ら
、
橋
を
守
る
た
め
に
様
々
な
工
夫
が
さ
れ
て
い
ま
す
。 

橋
の
上
に
は
３
本
の
石
管

せ
き
か
ん

が
通
っ
て
い
て
、
今
も
台
地
に
農
業

用
水
を
送
る
役
割
を
も
っ
て
い
ま
す
。
農
閑
期

の
う

か

ん

き

に
は
、
橋
の
中
央

の
両
側
に
設
置
さ
れ
た
放
水
口
か
ら
、
大
規
模
な
放
水
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。 

通潤橋（山都町 HP）
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こ
の
小
さ
な
石
は
、
石
垣
の
裏
側
に
溜た

ま
る
水
を
短
い
時
間
で
地
面
ま
で
流
す
役
目
と
、
表
面
に
あ
る
大

き
な
石
材
と
一
緒

い
っ
し
ょ

に
な
っ
て
、
石
垣
と
し
て
の
働
き
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
石
垣
の
傾
斜
が
上
の
方
ほ
ど

急
に
反
り
返
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
敵
兵
が
石
垣
を
よ
じ
登
り
に
く
く
す
る
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、

石
垣
を
安
定
さ
せ
る
役
割
も
あ
り
ま
す
。 

石
垣
の
下
に
あ
る
土
が
軟や

わ

ら
か
い
場
合
に
は
、
石
垣
の
土
台
（
根
石

ね

い

し

）
の
下
に

太
い
松
の
胴
木

ど

う

ぎ

や
杭く

い

を
入
れ
て
、
石
垣
が
沈し

ず

ま
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
高
さ
20
ｍ
も
30
ｍ
も
あ
る
石
垣
が
造
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

●
石
の
橋 

石
材
で
で
き
て
い
る
代
表
的
な
施
設
の
一
つ
に
、
橋
が
あ
り
ま
す
。
石
材

は
他
の
材
料
と
違ち

が

っ
て
、
一
つ
ひ
と
つ
の
材
料
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
石
材
は
圧
縮
（
押お

し
て
縮
め
る
力
）
に
は
大
き
な
強
さ
を
発
揮
し
ま

す
が
、
引
張
り
（
引
い
て
伸の

ば
す
力
）
に
は
強
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
石

材
は
、
材
料
に
対
し
て
圧
縮
だ
け
が
働
く
ア
ー
チ
橋
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。
石
材
を
用
い
た
ア
ー
チ
橋
は
、
橋
の
重
み
が
両
岸
の
土
や
岩
に
伝
わ

る
の
で
、
両
岸
の
地
面
は
そ
の
重
み
に
耐た

え
ら
れ
る
強
さ
が
必
要
で
す
。 

アーチ橋の力の作用 

圧縮力

橋の重さ

水平反力

鉛直反力

水平反力

鉛直反力

圧縮力

圧縮力

橋の重さ

水平反力

鉛直反力

水平反力

鉛直反力

圧縮力
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石
材
で
ア
ー
チ
橋
を
造
る
順
序
は
、
は
じ
め
に
、
木
材
で
ア
ー
チ
を
支
え
る
た
め
の
木
枠

き

わ

く

（
支
保
工

し

ほ

こ

う

）
を

組
み
立
て
ま
す
。
次
に
、
そ
の
木
枠
に
沿
っ
て
石
材
を
積
み
上
げ
、
最
後
に
、
木
枠
を
取
り
は
ず
し
て
完

成
と
な
り
ま
す
。 

石
材
を
用
い
た
有
名
な
橋
に
、
熊
本

く
ま
も
と

県
の
通
潤
橋

つ
う
じ
ゅ
ん
き
ょ
う

が
あ
り
ま

す
。
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
通
潤
橋
は
、
江
戸
時

代
の
後
期
に
架か

け
ら
れ
た
わ
が
国
最
初
の
水
路
橋
で
、
長
さ
76
ｍ
、

高
さ
約

20
ｍ
の
ア
ー
チ
橋
で
す
。
通
潤
橋
に
使
わ
れ
て
い
る
石
材

は
、
川
の
両
岸
や
川
の
底
か
ら
切
り
出
し
た
溶
結
凝
灰
岩

よ
う
け
つ
ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

で
、
最

も
重
要
な
ア
ー
チ
部
分
に
は
、
厚
さ
が
90
㎝
も
あ
る
切
石

き
り
い
し

が
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
橋
が
高
く
、
ま
た
、
水
を
送
る
際
の
振
動

し
ん
ど
う

が
あ
る

こ
と
か
ら
、
橋
を
守
る
た
め
に
様
々
な
工
夫
が
さ
れ
て
い
ま
す
。 

橋
の
上
に
は
３
本
の
石
管

せ
き
か
ん

が
通
っ
て
い
て
、
今
も
台
地
に
農
業

用
水
を
送
る
役
割
を
も
っ
て
い
ま
す
。
農
閑
期

の
う

か

ん

き

に
は
、
橋
の
中
央

の
両
側
に
設
置
さ
れ
た
放
水
口
か
ら
、
大
規
模
な
放
水
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。 

通潤橋（山都町 HP）
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14 
 

も
悲
し
み
も
幾
歳
月

い
く
と
し
つ
き

」
と
い
う
映
画
の
ロ
ケ
地
と
し
て
有
名
で
、
無
人
化
後
の
職
員
宿
舎
は
、
資
料
館

と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
灯
台

50
選
に
選
ば
れ
て
い
て
、
２
０
０
３
年
に
土
木
学
会
か
ら

土
木
遺
産
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。 

沖
縄

お
き
な
わ

県
那
覇

な

は

市
金
城

き
ん
じ
ょ
う

町
あ
る
「
金
城
町
石
畳

い
し
だ
た
み

道
」
は
、
１
５
２
２
年
頃
、
琉

球

り
ゅ
う
き
ゅ
う

王
朝
の
土
木
技
術

を
結
集
し
て
造
ら
れ
ま
し
た
。
敷
石

し
き
い
し

に
は
、
大
小
の
琉
球
石
灰
岩

せ
っ
か
い
が
ん

が
用
い
ら
れ
て
い
て
、
道
幅

み
ち
は
ば

は
約
４
ｍ

あ
り
ま
す
。
当
時
は
、
首
里
城

し
ゅ
り
じ
ょ
う

か
ら
那
覇
港
を
結
ぶ
約

10
㎞
の
街
道
で
、
真
珠
道

ま

だ

ま

み

ち

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。
戦
争
や
道
路
整
備
で
ほ
と
ん
ど
が
な
く
な
り
、
現
在
で
は
、
金
城
町
に
約
３
０
０
ｍ
が
残
さ
れ
る
の 

み
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
石
畳
は
、

沖
縄
県
指
定
文
化
財
で
、
日
本
の

道
百
選
に
も
選
ば
れ
て
い
て
、
こ
こ
で

生
活
し
て
い
る
人
々
に
よ
っ
て
維
持

い

じ

さ
れ
続
け
た
土
木
遺
産
で
す
。
２
０

０
１
年
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
連
続
テ
レ
ビ
小
説

「
ち
ゅ
ら
さ
ん
」
の
ロ
ケ
に
使
用
さ
れ

ま
し
た
。 

男 木 島 灯 台 （土 木 学 会 HP） 

金 城 町 石 畳 道  
（沖 縄 チャンネル HP） 

 

13 
 

３
．
ま
だ
ま
だ
あ
る
石
材
の
利
用 

●
港
や
道
路
に
使
わ
れ
て
い
る
石
材 

北
海
道
松
前

ま
つ
ま
え

郡
松
前
町
に
あ
る
「
松
前
港 

福
山

ふ
く
や
ま

波
止
場
」
は
、
も
と
も
と
北
前
船
が
発
着
し
た

海
岸
に
、
北
海
道
初
の
石
積
み
の
商
港
と
し
て
１
８
７
５
年
に
建
設
さ
れ
、
現
在
の
松
前
港
が
で
き
る

ま
で
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
石
積
み
の
材
料
に
は
、
松
前
城
を
解
体
し
た
際
の
石
垣

い
し
が
き

を
再
利
用
し
て
い
ま

す
。
松
前
城
の
石
垣
は
、
お
城
の
周
辺
の
山
か
ら
掘ほ

り
出
し
た
「
青
石
」
と
呼
ば
れ
る
緑
色
の
凝
灰
岩

ぎ
ょ
う
か
い
が
ん 

で
、
ノ
ミ
で
形
を
整
え
て
あ
り
ま
す
。
石
積
み
の
突
堤

と

っ
て
い

の
周
辺
に
は
、
瀬せ

戸
内
海

と

な

い
か

い

産
の
花
崗
岩

か

こ

う

が

ん

の
石
柱
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
北
前
船
の
バ
ラ
ス

ト
（
船
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め
の
重
し
）
だ
っ
た
も
の
を
転
用
し
て
い
ま
す
。

２
０
１
４
年
に
、
土
木
学
会
か
ら
土
木
遺
産
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。 

香
川

か

が

わ

県
高
松

た
か
ま
つ

市
の
男
木
島

お

ぎ

じ

ま

北
端

ほ
く
た
ん

の
ト
ウ
ガ
鼻
に
立
つ
「
男
木
島
灯

台
」
は
、
１
８
９
５
年
に
日
本
人
が
独
力
で
建
設
し
た
灯
台
で
す
。
総
御み

影か
げ

石
造
り
、
す
べ
て
「
庵
治
石

あ

じ

い

し

」
と
呼
ば
れ
る
花
崗
岩
で
造
ら
れ
て
い
て
、

日
本
に
２
基
し
か
な
い
外
壁

が

い
へ
き

が
塗
装

と

そ

う

さ
れ
て
い
な
い
灯
台
で
す
。
「
喜
び 

松 前 港  福 山 波 止 場  
（土 木 学 会 HP） 
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も
悲
し
み
も
幾
歳
月

い
く
と
し
つ
き

」
と
い
う
映
画
の
ロ
ケ
地
と
し
て
有
名
で
、
無
人
化
後
の
職
員
宿
舎
は
、
資
料
館

と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
灯
台

50
選
に
選
ば
れ
て
い
て
、
２
０
０
３
年
に
土
木
学
会
か
ら

土
木
遺
産
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。 

沖
縄

お
き
な
わ

県
那
覇

な

は

市
金
城

き
ん
じ
ょ
う

町
あ
る
「
金
城
町
石
畳

い
し
だ
た
み

道
」
は
、
１
５
２
２
年
頃
、
琉

球

り
ゅ
う
き
ゅ
う

王
朝
の
土
木
技
術

を
結
集
し
て
造
ら
れ
ま
し
た
。
敷
石

し
き
い
し

に
は
、
大
小
の
琉
球
石
灰
岩

せ
っ
か
い
が
ん

が
用
い
ら
れ
て
い
て
、
道
幅

み
ち
は
ば

は
約
４
ｍ

あ
り
ま
す
。
当
時
は
、
首
里
城

し
ゅ
り
じ
ょ
う

か
ら
那
覇
港
を
結
ぶ
約

10
㎞
の
街
道
で
、
真
珠
道

ま

だ

ま

み

ち

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。
戦
争
や
道
路
整
備
で
ほ
と
ん
ど
が
な
く
な
り
、
現
在
で
は
、
金
城
町
に
約
３
０
０
ｍ
が
残
さ
れ
る
の 

み
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
石
畳
は
、

沖
縄
県
指
定
文
化
財
で
、
日
本
の

道
百
選
に
も
選
ば
れ
て
い
て
、
こ
こ
で

生
活
し
て
い
る
人
々
に
よ
っ
て
維
持

い

じ

さ
れ
続
け
た
土
木
遺
産
で
す
。
２
０

０
１
年
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
連
続
テ
レ
ビ
小
説

「
ち
ゅ
ら
さ
ん
」
の
ロ
ケ
に
使
用
さ
れ

ま
し
た
。 

男 木 島 灯 台 （土 木 学 会 HP） 

金 城 町 石 畳 道  
（沖 縄 チャンネル HP） 
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●
石
材
の
風
変
わ
り
な
利
用 

東
京
か
ら
南
へ
約
２
９
０
０
㎞
、
南
太
平
洋
に
浮う

か
ぶ
ヤ
ッ
プ
島
（
現
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦

れ
ん
ぽ
う

）
で
は
、
円

板
状
に
整
形
し
、
真
ん
中
に
穴
を
あ
け
た
石
材
を
、
石
の
お
金
と
し
て
１
９
３
１
年
ま
で
利
用
し
て
い
ま

し
た
。
石
貨

せ

っ

か

と
呼
ば
れ
る
、
世
界
最
大
の
貨
幣

か

へ

い

で
す
。
小
さ
い
も
の
は
直
径

10
㎝
前
後
、
大
き
い
も
の

は
直
径
３
～
４
ｍ
、
重
さ
が
５
ト
ン
に
も
達
し
ま
す
。
小
さ
い
も
の
は
、
穴
に
棒
を
通
し
て
運
び
ま
す
が
、

大
き
い
も
の
は
そ
の
ま
ま
置
か
れ
、
所
有
者
だ
け
が
変
わ
り
ま
す
。
ヤ
ッ
プ
島
で
は
、
現
在
で
も
誕
生
や

結
婚

け

っ
こ
ん

の
お
祝
い
に
交
換

こ
う
か
ん

さ
れ
て
い
ま
す
。 

石
貨
の
材
料
と
な
る
大
理
石
は
、
ヤ
ッ
プ
島
に
は
な
く
、
遠
く
約

５
０
０
㎞
離は

な

れ
た
パ
ラ
オ
諸
島
マ
ラ
カ
ル
島
で
切
り
出
し
、
加
工
さ
れ
、

カ
ヌ
ー
や
筏

い
か
だ

で
運
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
航
海
に
は
、
台
風
な
ど
大
変

な
危
険
を
伴

と
も
な

う
た
め
、
石
貨
の
価
値
は
、
大
き
さ
や
色
合
い
、
形
状

だ
け
で
な
く
、
苦
労
の
大
き
さ
や
失
わ
れ
た
尊
い
命
な
ど
、
そ
の
伝

説
で
決
ま
る
そ
う
で
す
。 

東
京
の
日
比
谷
公
園
に
は
、
長
径
が
約

1.4
ｍ
の
石
貨
が
飾か

ざ

ら
れ
て

い
ま
す
。
１
９
２
５
年
に
、
ヤ
ッ
プ
島
か
ら
贈お

く

ら
れ
た
も
の
で
す
。 

日 比 谷 公 園 の石 貨  
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●
生
活
の
道
具
や
美
術
工
芸
品 

皆み
な

さ
ん
は
、
習
字
の
時
間
に
硯

す
ず
り

を
使
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

硯
は
、
主
に
頁
岩

け
つ
が
ん

や
粘
板
岩

ね
ん
ば
ん
が
ん

で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
頁
岩
や
粘
板
岩
は
、

碁
石

ご

い

し

の
黒
石
や
屋
根
瓦

や

ね

が

わ

ら

に
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
刃
物

は

も

の

を
研と

ぐ

砥
石

と

い

し

は
、
泥
岩

で
い
が
ん

や
砂
岩

さ

が

ん

、
凝
灰
岩
な
ど
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
砥
石
の

歴
史
は
古
く
、
新
石
器
時
代
の
遺
跡

い

せ

き

か
ら
も
出
土
し
て
い
ま
す
。
最
近

で
は
、
花
崗
岩
な
ど
の
岩
石
を
加
工
し
て
、
プ
レ
ー
ト
、
食
器
、
ブ
ッ
ク
エ

ン
ド
、
灰
皿
、
傘か

さ

た
て
、
花
器
・
植
木
鉢

う

え

き

ば

ち

な
ど
、
様
々
な
生
活
の
道
具
が

製
作
さ
れ
て
い
ま
す
。 

美
術
工
芸
品
に
目
を
向
け
る
と
、
有
名
な
「
ミ
ロ
の
ビ
ー
ナ
ス
」
や
ミ 

ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
「
ダ
ビ
デ
像
」
は
、

大
理
石

だ

い
り

せ

き

を
素
材
と
し
た
彫
刻

ち
ょ
う
こ
く

で

す
。
日
本
で
も
数
多
く
の
石
の

彫
刻
作
品
が
、
大
理
石
や
花
崗

岩
な
ど
で
製
作
さ
れ
て
い
ま
す
。 

宮 城 県 石 巻 市 の雄 勝 硯  
（雄 勝 硯 復 興 プロジェクト HP） 

花 崗 岩 の花 器  
（AJI PROJECT HP） 

ふくろうの彫 刻 （花 崗 岩 ）
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●
石
材
の
風
変
わ
り
な
利
用 

東
京
か
ら
南
へ
約
２
９
０
０
㎞
、
南
太
平
洋
に
浮う

か
ぶ
ヤ
ッ
プ
島
（
現
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦

れ
ん
ぽ
う

）
で
は
、
円

板
状
に
整
形
し
、
真
ん
中
に
穴
を
あ
け
た
石
材
を
、
石
の
お
金
と
し
て
１
９
３
１
年
ま
で
利
用
し
て
い
ま

し
た
。
石
貨

せ

っ

か

と
呼
ば
れ
る
、
世
界
最
大
の
貨
幣

か

へ

い

で
す
。
小
さ
い
も
の
は
直
径

10
㎝
前
後
、
大
き
い
も
の

は
直
径
３
～
４
ｍ
、
重
さ
が
５
ト
ン
に
も
達
し
ま
す
。
小
さ
い
も
の
は
、
穴
に
棒
を
通
し
て
運
び
ま
す
が
、

大
き
い
も
の
は
そ
の
ま
ま
置
か
れ
、
所
有
者
だ
け
が
変
わ
り
ま
す
。
ヤ
ッ
プ
島
で
は
、
現
在
で
も
誕
生
や

結
婚

け

っ
こ
ん

の
お
祝
い
に
交
換

こ
う
か
ん

さ
れ
て
い
ま
す
。 

石
貨
の
材
料
と
な
る
大
理
石
は
、
ヤ
ッ
プ
島
に
は
な
く
、
遠
く
約

５
０
０
㎞
離は

な

れ
た
パ
ラ
オ
諸
島
マ
ラ
カ
ル
島
で
切
り
出
し
、
加
工
さ
れ
、

カ
ヌ
ー
や
筏

い
か
だ

で
運
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
航
海
に
は
、
台
風
な
ど
大
変

な
危
険
を
伴

と
も
な

う
た
め
、
石
貨
の
価
値
は
、
大
き
さ
や
色
合
い
、
形
状

だ
け
で
な
く
、
苦
労
の
大
き
さ
や
失
わ
れ
た
尊
い
命
な
ど
、
そ
の
伝

説
で
決
ま
る
そ
う
で
す
。 

東
京
の
日
比
谷
公
園
に
は
、
長
径
が
約

1.4
ｍ
の
石
貨
が
飾か

ざ

ら
れ
て

い
ま
す
。
１
９
２
５
年
に
、
ヤ
ッ
プ
島
か
ら
贈お

く

ら
れ
た
も
の
で
す
。 

日 比 谷 公 園 の石 貨  
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の
仲
間
で
す
。 

堆
積
岩
は
、
泥ど

ろ

、
砂す

な

、
礫れ

き

あ
る
い
は
火
山
灰

か

ざ

ん

ば

い

な
ど
が
溜た

ま
っ
て
で
き
た

岩
石
で
す
。
泥
岩

で
い
が
ん

、
砂
岩

さ

が

ん

、
礫
岩

れ
き
が
ん

は
、
粒
の
大
き
さ
に
よ
り
に
分
類
さ

れ
ま
す
。
泥
岩
の
仲
間
に
頁
岩

け
つ
が
ん

や
粘
板
岩

ね
ん
ば
ん
が
ん

が
あ
り
、
地
層
の
縞し

ま

に
沿
っ

て
薄う

す

く
剥は

が
れ
や
す
い
特
徴

と
く
ち
ょ
う

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
石
灰
岩

せ
っ
か
い
が
ん

は
サ
ン
ゴ
や

石
灰
藻

せ
っ
か
い
そ
う

な
ど
か
ら
で
き
て
い
る
岩
石
、
凝
灰
岩

ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

は
海
底
の
火
山
か
ら
噴

き
出
し
た
火
山
灰
が
積
も
っ
て
で
き
た
岩
石
、
溶
結

よ
う
け
つ

凝
灰
岩
は
高
温
の

火
山
灰
が
陸
上
で
大
量
に
厚
く
積
り
そ
の
一
部
が
溶と

け
て
固
ま
っ
た
岩

石
で
、
い
ず
れ
も
堆
積
岩
の
仲
間
で
す
。 

変
成
岩
は
、
マ
グ
マ
や
深
成
岩
の
熱
を
受
け
て
で
き
た
接
触

せ
っ
し
ょ
く

変
成
岩

と
、
海
洋
プ
レ
ー
ト
の
沈し

ず

み
込こ

み
に
伴

と
も
な

い
、
地
下
深
く
に
達
し
圧
力
を

受
け
て
で
き
た
広
域

こ
う
い
き

変
成
岩
が
あ
り
ま
す
。
大
理
石

だ

い
り

せ

き

は
、
石
灰
岩
が
接

触
変
成
作
用
を
受
け
て
で
き
た
岩
石
で
す
。
ま
た
、
地
下
深
く
で
で
き

た
蛇
紋
岩

じ
ゃ
も
ん
が
ん

は
、
火
成
岩
ま
た
は
変
成
岩
の
仲
間
に
分
類
さ
れ
て
い
ま

す
。 

岩 石 のできる場 所 の概 念 図  

 

接触変成岩 

火山岩 

堆積岩 

火山

海 

凝灰岩 

海洋プレート 

大陸プレート 

深成岩 
熱 

陸 

マントル

石灰岩

蛇紋岩
広域変成岩

海底火山 

堆積岩 
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４
．
石
材
の
生
い
立
ち 

●
石
材
の
種
類 

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
い
ろ
い
ろ
な
石
材
は
、
山
を
削け

ず

り
、
風
化
し
て
い
な
い
新
鮮

し
ん
せ
ん

な
岩
石
を
掘ほ

り
出

す
こ
と
に
よ
り
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
石
材
の
生
い
立
ち
を
知
る
た
め
、
は
じ
め
に
、
岩
石
に
つ
い
て
勉
強

し
ま
し
ょ
う
。 

岩
石
は
、
そ
の
で
き
方
に
よ
っ
て
、
火
成
岩

か

せ

い
が

ん

、
堆
積
岩

た
い
せ
き
が
ん

、
変
成
岩

へ
ん
せ
い
が
ん

に
分
類
さ
れ
ま
す
。 

火
成
岩
は
、
地
下
深
く
に
あ
る
マ
グ
マ
が
ゆ
っ
く
り
冷
え
て
固
ま
っ
た
深
成
岩

し
ん
せ
い
が
ん

と
、
マ
グ
マ
が
地
上
に

噴ふ

き
出
し
急
激
に
冷
え
て
で
き
た
火
山
岩

か

ざ

ん

が

ん

に
分
類
さ
れ
ま
す
。
深
成
岩
の
代
表
と
し
て
花
崗
岩

か

こ

う

が

ん

、 

閃
緑
岩

せ
ん
り
ょ
く
が
ん

、
は
ん
れ

い
岩
が
、
火
山
岩

の
代

表

と
し
て

安
山
岩

あ
ん
ざ
ん
が
ん

や
玄
武

げ

ん

ぶ

岩が
ん

が
あ
り
、
黒こ

く

曜
石

よ
う
せ
き

も
火
山
岩

代表的な岩石の写真

(青木正博氏撮影)

深成岩(はんれい岩)

堆積岩(凝灰岩)

接触変成岩(大理石)

この章のみ、ルビの間隔がうまく調整できない。 

 

岩石のできる場所の概念図  

 

接触変成岩 

火山岩 

堆積岩 

火山

海 

凝灰岩 

海洋プレート 

大陸プレート 

深成岩 
熱 

陸 

マントル

石灰岩

蛇紋岩
広域変成岩

海底火山 

堆積岩 
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の
仲
間
で
す
。 

堆
積
岩
は
、
泥ど

ろ

、
砂す

な

、
礫れ

き

あ
る
い
は
火
山
灰

か

ざ

ん

ば

い

な
ど
が
溜た

ま
っ
て
で
き
た

岩
石
で
す
。
泥
岩

で
い
が
ん

、
砂
岩

さ

が

ん

、
礫
岩

れ
き
が
ん

は
、
粒
の
大
き
さ
に
よ
り
に
分
類
さ

れ
ま
す
。
泥
岩
の
仲
間
に
頁
岩

け
つ
が
ん

や
粘
板
岩

ね
ん
ば
ん
が
ん

が
あ
り
、
地
層
の
縞し

ま

に
沿
っ

て
薄う

す

く
剥は

が
れ
や
す
い
特
徴

と
く
ち
ょ
う

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
石
灰
岩

せ
っ
か
い
が
ん

は
サ
ン
ゴ
や

石
灰
藻

せ
っ
か
い
そ
う

な
ど
か
ら
で
き
て
い
る
岩
石
、
凝
灰
岩

ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

は
海
底
の
火
山
か
ら
噴

き
出
し
た
火
山
灰
が
積
も
っ
て
で
き
た
岩
石
、
溶
結

よ
う
け
つ

凝
灰
岩
は
高
温
の

火
山
灰
が
陸
上
で
大
量
に
厚
く
積
り
そ
の
一
部
が
溶と

け
て
固
ま
っ
た
岩

石
で
、
い
ず
れ
も
堆
積
岩
の
仲
間
で
す
。 

変
成
岩
は
、
マ
グ
マ
や
深
成
岩
の
熱
を
受
け
て
で
き
た
接
触

せ
っ
し
ょ
く

変
成
岩

と
、
海
洋
プ
レ
ー
ト
の
沈し

ず

み
込こ

み
に
伴

と
も
な

い
、
地
下
深
く
に
達
し
圧
力
を

受
け
て
で
き
た
広
域

こ
う
い
き

変
成
岩
が
あ
り
ま
す
。
大
理
石

だ

い
り

せ

き

は
、
石
灰
岩
が
接

触
変
成
作
用
を
受
け
て
で
き
た
岩
石
で
す
。
ま
た
、
地
下
深
く
で
で
き

た
蛇
紋
岩

じ
ゃ
も
ん
が
ん

は
、
火
成
岩
ま
た
は
変
成
岩
の
仲
間
に
分
類
さ
れ
て
い
ま

す
。 

岩 石 のできる場 所 の概 念 図  
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20 
 

●
石
材
の
名
前 

皆み
な

さ
ん
は
、
理
科
の
授
業
で
花
崗
岩
、
安
山
岩
、
凝
灰
岩

な
ど
の
岩
石
の
名
前
を
習
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
石
材
の
名
前
は
、
授
業
で
習
っ
た
呼
び
方
で
は
な
く
、

産
地
の
独
特
な
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

石
材
の
名
前
と
し
て
、
「
御
影
石

み

か

げ

い
し

」
が
有
名
で
す
。
御
影
石

の
名
前
は
、
兵
庫
県
旧
御
影
町
（
現
神
戸
市
）
で
採
れ
る
花

崗
岩
に
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
花
崗
岩
は
日
本
各
地
で
採
れ
る

た
め
、
そ
こ
の
地
名
を
付
け
て
○
○
御
影
石
と
呼
ば
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
御
影
石
と
同
じ
よ
う
な
呼
び
方
で
、

「
黒
御
影
石

く

ろ

み

か

げ

い
し

」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
閃
緑
岩
や
は
ん
れ
い

岩
の
呼
び
名
で
、
花
崗
岩
よ
り
色
の
黒
い
の
が
特
徴
で
す
。 

石
材
の
名
前
を
聞
い
て
、
ど
こ
が
産
地
で
、
ど
ん
な
岩
石

な
の
か
が
わ
か
れ
ば
、
あ
な
た
も
石
博
士
に
な
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。 

岩石名 石材名（よみかた） 主な産地

御影石（みかげいし） 兵庫県神戸市東灘区御影地区

万成石（まんなりいし） 岡山県岡山市北区万成地区

庵治石（あじいし） 香川県高松市庵治町、牟礼町

稲田石（いなだいし） 茨城県笠間市稲田地区

はんれい岩 福島黒御影石（ふくしまくろみかげいし） 福島県田村市船引町地区

安山岩 本小松石（ほんこまついし） 神奈川県足柄下郡真鶴町

大谷石（おおやいし） 栃木県宇都宮市大谷町

来待石（きまちいし） 島根県松江市宍道町来待地区

大理石 美祢大理石（みねだいりせき） 山口県美祢市大嶺町

凝灰岩

花崗岩

岩石名と代表的な石材名
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●
石
材
が
採
れ
る
と
こ
ろ 

石
材
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
採
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

石
材
は
、
石
切
場

い
し

き

り

ば

と
呼
ば
れ
る
場
所
で
掘
り
出
さ
れ

て
い
ま
す
。
石
切
場
は
、
石
切
丁
場

ち
ょ
う
ば

と
か
単
に
丁
場
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
有
名
な
石
切
場
と
し
て
は
、
茨
城

い
ば
ら
き

県
笠
間

か

さ

ま

市
、
栃
木

と

ち

ぎ

県
宇
都
宮
市
、
香
川

か

が

わ

県
高
松

た
か
ま
つ

市
、

岡
山

お
か
や
ま

県
岡
山
市
な
ど
に
あ
り
ま
す
。 

岩
石
を
石
材
と
し
て
使
う
た
め
に
は
、
新
鮮
で
亀
裂

き

れ

つ

の
少
な
い
こ
と
が
必
要
で
す
。
こ
の
た
め
、
深
成
岩
の
花

崗
岩
な
ど
は
地
下
深
く
ま
で
山
を
掘
っ
て
、
ま
た
、
火

山
岩
の
安
山
岩
な
ど
は
山
の
斜
面

し
ゃ
め
ん

を
削
っ
た
り
掘
っ
た

り
し
て
採
っ
て
い
ま
す
。 

石
切
場
は
、
民
間
の
会
社
が
運
営
し
て
い
る
こ
と
が

多
く
、
許
可
を
も
ら
え
ば
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。 

花崗岩の石切場跡（茨城県笠間市稲田地区）  
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石
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名
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せ
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岩石名と代表的な石材名
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一般社団法人全国地質調査業協会連合会では、「日本ってどんな国」

という小冊子を、今までに 8 冊作ってきました。そのうち 7 号は、1 号から

6 号までの要点を“日本の地形と地質についての解説”として取りまとめ、さ

らに 1 号から 6 号を再編集しました。また 8 号では、2013 年 6 月 22 日に

世界文化遺産へ登録された ～富士山～ をテーマとしました。 
これらの小冊子は、次のホームページから、誰でも見ることができます。 
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●
石
材
は
地
球
か
ら
の
贈
り
物 

日
本
は
、
資
源
に
恵め

ぐ

ま
れ
て
い
な
い
国
と
し
ば

し
ば
言
わ
れ
ま
す
が
、
石
材
は
石
油
や
天
然
ガ

ス
な
ど
と
同
様
に
資
源
の
一
つ
で
す
。 

最
近
は
、
国
内
で
質
の
よ
い
石
材
が
減
少
し
、

掘
り
出
す
こ
と
に
高
い
費
用
が
掛
か
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
海
外
か
ら
の
輸
入
量
が
増
え
、
80
％

に
達
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、

日
本
各
地
で
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
石
材
が
掘
り

出
さ
れ
、
様
々
な
用
途
に
使
用
さ
れ
て
い
ま

す
。 ま

た
、
石
切
場
の
跡
地

あ

と

ち

を
、
観
光
や
教
育
の

場
と
し
て
利
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。 

日
本
を
知
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
場
所
に
行

き
、
地
球
か
ら
の
贈お

く

り
物
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

石 切 場 跡 の地 下 ホール、栃 木 県 宇 都 宮 市
（中 田 文 雄 氏 撮 影 ） 
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日本三大美堰堤の一つ“白水ダム”

城の石垣のように「阿蘇溶結凝灰岩」を積み上げた堤体。
水流を弱めるため、左岸側 上流から見て左側 は｢階段状｣
の流路となっている。〔大分県竹田市〕


