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米
沢
中
央
高
校
科
学
部
で
は
二
〇
一
二
年

か
ら
斜
平
山
の
地
形
と
地
質
の
研
究
を
始
め
ま

し
た
。
今
年
で
八
年
目
と
な
り
ま
す
。
き
っ
か

け
は
二
〇
一
一
年
に
国
土
地
理
院
が
公
表
し
た

都
市
圏
活
断
層
図
米
沢
に
お
い
て
玉
庭
丘
陵
か

ら
斜
平
山
に
か
け
て
の
東
山
麓
に
活
断
層
で
あ

る
米
沢
盆
地
西
縁
断
層
の
線
が
引
か
れ
て
い
た

こ
と
で
す
。
確
実
な
実
線
部
分
と
不
確
実
な
点

線
部
分
で
の
表
示
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
斜

平
山
の
東
麓
は
南
端
の
船
坂
峠
に
至
る
途
中
で

点
線
が
切
れ
て
い
ま
し
た
。
（
国
土
地
理
院
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

興
味
の
あ
る
方
は
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。
）
そ
こ
で
、
斜
平
山
を
断
層
地
形
と
し
て

研
究
し
て
み
よ
う
と
思
い
立
っ
た
訳
で
す
。 

斜
平
山
は
山
形
百
名
山
の
一
つ
に
選
定
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
斜
平
山
と
い
う
山
頂
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思

い
ま
す
。
写
真
１
は
米
沢
市
街
地
か
ら
望
む
東

斜
面
で
す
が
、
猛
吹
雪
の
翌
朝
、
雲
一
つ
な
い

晴
天
の
も
と
で
雪
の
白
に
よ
っ
て
地
形
の
変
化

が
よ
く
わ
か
る
一
枚
と
な
り
ま
し
た
。
北
か
ら

御
成
山
、
羽
山
、
愛
宕
山
、
そ
し
て
昔
か
ら
「
斜

平
の
峰
渡
り
」
と
称
さ
れ
た
愛
宕
山
山
頂
か
ら

尾
根
沿
い
の
道
（
東
北
自
然
歩
道
）
を
通
っ
て

笹
野
山
（
標
高
六
六
〇
．
二
ｍ
）
に
至
る
遠
足

は
か
つ
て
西
部
小
学
校
や
米
沢
三
中
の
学
校
行

事
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
区
間
の
峰
か

ら
の
急
斜
面
と
山
麓
か
ら
の
な
だ
ら
か
な
緩
斜

面
は
写
真
１
を
見
て
も
好
対
照
を
な
し
て
お
り
、

こ
れ
が
「
斜
平
山
」
の
名
の
由
来
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
る
市
民
が
け
っ
こ
う
多
い
よ
う
で

す
。
こ
の
急
斜
面
と
緩
斜
面
は
崩
落
崖
と
崩
積

土
に
よ
る
地
形
で
す
（
あ
と
の
写
真
５
参
照
）
。

そ
し
て
、
御
成
山
、
羽
山
、
愛
宕
山
の
山
麓
に

も
こ
ち
ら
は
崩
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
低
地

か
ら
盛
り
上
が
っ
た
よ
う
な
地
形
が
み
ら
れ
ま

す
が
、
こ
れ
ら
は
崩
積
土
の
堆
積
地
形
の
上
面

と
同
じ
高
さ
で
平
坦
面
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。 

さ
て
、
米
沢
市
街
地
か
ら
見
え
る
東
斜
面
は

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
な
じ
み
の
あ
る
も
の
で
あ

り
、
特
に
愛
宕
山
か
ら
笹
野
山
ま
で
の
切
り
立

っ
た
崩
落
崖
は
御
廟
、
林
泉
寺
、
笹
野
町
な
ど

米
沢
市
街
地
南
部
か
ら
望
む
こ
と
の
で
き
る
雄

大
な
景
色
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の

崩
落
崖
の
裏
側
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い

う
と
、
笹
野
山
山
頂
か
ら
の
高
低
差
で
お
よ
そ

三
百
ｍ
も
深
く
落
ち
込
ん
だ
お
そ
の
沢
に
大
沢

川
が
流
れ
て
い
て
、
そ
の
源
流
を
辿
る
と
栃
窪

山
と
三
郎
沢
山
に
挟
ま
れ
る
よ
う
に
標
高
約
五

八
〇
ｍ
に
西
向
沼
が
存
在
し
ま
す
。
お
そ
の
沢

は
さ
ら
に
三
郎
沢
山
を
大
き
く
回
り
込
ん
で
林

道
と
ぶ
つ
か
る
辺
り
で
湿
地
に
至
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
お
そ
の
沢
の
左
岸
側
に
は
南
か
ら
天
狗

山
と
麓
に
小
野
川
温
泉
街
を
抱
え
る
月
山
が
あ

り
、
月
山
の
南
側
の
斜
面
は
小
野
川
温
泉
ス
キ

ー
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
山
々
と
名

の
な
い
幾
つ
か
の
ピ
ー
ク
を
含
め
て
、
お
そ
の

沢
を
挟
ん
で
米
沢
盆
地
と
大
樽
川
の
間
に
あ
る

山
地
を
斜
平
山
山
塊
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
ま
す
。 

本
校
科
学
部
は
、
地
形
の
解
析
方
法
と
し
て

表
計
算
ソ
フ
ト
の
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
エ
ク
セ
ル

を
使
い
、
パ
ソ
コ
ン
上
で
立
体
地
形
図
を
作
成

し
ま
し
た
。
平
面
で
あ
る
地
形
図
上
で
五
十
ｍ

メ
ッ
シ
ュ
の
格
子
点
で
標
高
を
読
み
、
表
を
つ

く
る
と
そ
の
表
の
範
囲
で
地
形
を
浮
き
上
が
ら

せ
る
こ
と
が
で
き
、
自
動
的
に
標
高
五
〇
ｍ
ご

と
に
色
分
け
さ
れ
る
の
で
、
地
形
の
変
化
が
わ

か
り
や
す
く
、
ま
た
自
由
に
回
転
さ
せ
た
り
、

見
下
ろ
す
角
度
を
変
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。
そ
の
結
果
を
図
１
に
示
し
ま
し
た
。

黄
色
い
点
線
や
矢
印
が
引
か
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
前
の
段
階
で
、
見
る
角
度
を
変
え
て
ク
ル

ク
ル
と
回
し
て
い
た
と
き
に
遡
っ
て
み
ま
す
と
、

斜
平
山
山
塊
を
北
西
上
空
か
ら
見
た
瞬
間
に
、

お
そ
の
沢
に
沿
っ
て
割
れ
て
い
る
と
確
信
し
ま

し
た
。
そ
れ
は
立
体
地
形
図
が
そ
の
よ
う
に
見

え
た
か
ら
で
す
。
山
体
の
隆
起
と
河
床
の
侵
食

斜
平
山
の
地
形
と
そ
の
地
質
学
的
考
察 
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と
い
う
考
え
方
も
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
方
が
受

け
入
れ
や
す
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

断
層
と
断
層
の
間
に
形
成
さ
れ
た
地
溝
と
考
え

る
の
が
自
然
な
見
方
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

斜
平
山
の
地
質
に
つ
い
て
は
、
硬
質
の
泥
岩
を

主
と
し
た
砂
岩
や
凝
灰
岩
で
あ
る
と
い
う
に
と

ど
め
、
年
代
等
に
つ
い
て
は
省
略
し
ま
す
が
、

図
と
写
真
に
よ
っ
て
斜
平
山
山
塊
の
山
体
構
造

に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
断
層
線
の
方
向
に
つ

い
て
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
本
校

科
学
部
が
行
っ
て
き
た
斜
平
山
の
地
形
地
質
調

査
の
結
果
・
考
察
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
校

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ッ
プ

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ

の
機
会
に
ご
覧
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

図
１
は
北
か
ら
二
二
度

西
寄
り
の
方
向
で
北
側
か

ら
六
〇
度
の
角
度
で
俯
瞰

し
た
図
で
す
（
国
土
地
理

院
の
承
認
・
平
二
七
情
使
、

第
三
二
二
号
）
。
黄
色
い
点

線
で
示
し
た
の
は
、
北
か

ら
二
二
度
西
寄
り
の
方
向

の
三
本
の
断
層
線
で
す
が
、

図
そ
の
も
の
を
回
転
さ
せ

て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら

の
点
線
は
上
下
に
ま
っ
す

ぐ
引
い
た
も
の
で
す
。
真

ん
中
の
断
層
線
は
船
坂
峠

旧
道
の
標
高
四
二
〇
ｍ
地
点
に
立
っ
て
、
十
二

天
の
突
抜
沢
と
西
向
沼
の
方
向
を
見
通
し
た
線

で
す
。
東
側
の
断
層
線
は
笹
野
山
を
南
端
と
し

た
標
高
五
七
〇
ｍ
以
上
の
稜
線
の
方
向
、
西
側

の
断
層
線
は
立
石
か
ら
三
郎
沢
山
の
西
側
に
延

び
て
い
る
稜
線
の
延
長
が
、
東
側
六
四
〇
ｍ
、

西
側
六
五
〇
ｍ
ほ
ど
の
「
ツ
イ
ン
ピ
ー
ク
」（
山

の
名
称
が
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
に
呼
ぶ
こ
と

と
す
る
）
の
鞍
部
を
通
り
、
天
狗
山
の
東
斜
面

を
か
す
め
て
お
そ
の
沢
（
大
沢
川
）
と
大
樽
川

の
合
流
点
に
至
り
ま
す
。
真
ん
中
と
西
側
に
約

六
〇
〇
ｍ
間
隔
で
延
び
る
二
本
の
断
層
線
は
、

斜
平
山
山
塊
の
地

形
変
動
を
も
た
ら

し
て
い
る
断
層
の

方
向
で
す
。
元
々
、

真
ん
中
と
東
側
の

断
層
線
が
つ
な
が

っ
て
い
た
と
す
る

と
、
そ
の
当
時
は

笹
野
山
と
天
狗
山

は
か
な
り
接
近
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

お
そ
の
沢
（
大
沢
川
）
が
地
溝(g

rab
e
n
)

と
し
て
、

開
い
た
と
き
に
ず
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の

と
き
、
笹
野
山
と
天
狗
山
の
山
頂
間
の
距
離
か

ら
推
定
し
て
、
笹
野
山
を
含
む
お
そ
の
沢
の
北

東
側
の
ブ
ロ
ッ
ク
が
北
東
に
お
よ
そ
一
ｋ
ｍ 

相
対
的
に
移
動
し
、
低
地
か
ら
押
し
上
げ
ら
れ

る
こ
と
に
よ
り
御
成
山
、
羽
山
、
愛
宕
山
の
東

斜
面
の
盛
り
上
が
っ
た
よ
う
な
山
麓
地
形
が
形

成
さ
れ
、
愛
宕
山
か
ら
笹
野
山
ま
で
は
北
か
ら

二
二
度
西
寄
り
の
方
向
で
崩
落
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。 

N

船坂峠旧道の 

標高 420m 地点  

西向沼 

笹野山 

“ツインピーク”  

突抜沢 

おその沢（大沢川） 

と大樽川の合流点  

立石  

赤芝  

天狗山 

三郎沢山  

図１．N22゜W の断層線（黄色い矢印は左ずれ，緑色の矢印は反

時計回りの回転；国土地理院承認 平 27 情使，第 322 号） 

十二天 

 

写真２．定方位採取：偏角補正 

 

写真３．マイロナイトの露頭（2016年） 

採石場内であり，現在は失われている 
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斜
平
山
山
塊
の
山
体
構
造
に
こ
の
よ
う
な

一
定
の
方
向
性
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
何
か
、

そ
の
手
が
か
り
が
本
地
域
の
基
盤
岩
に
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
、
砕
石
事
業
者
で
あ
る
山

形
陸
上
運
送
株
式
会
社
米
沢
営
業
所
の
許
可
を

得
て
、
船
坂
峠
か
ら
東
北
東
に
お
よ
そ
二
ｋ
ｍ

離
れ
た
李
山
の
採
石
場
内
に
お
い
て
定
方
位
試

料
を
採
取
（
写
真
２
、
３
）
し
、
札
幌
の
ア
ー

ス
サ
イ
エ
ン
ス
株
式
会
社
に
薄
片
作
製
と
鑑
定

を
依
頼
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
を
写
真
４
に
示

し
ま
し
た
。
微
小
な
鉱
物
粒
子
の
塑
性
変
形
の

様
子
か
ら
、
剪
断
に
よ
り
引
き
伸
ば
さ
れ
た
鉱

物
粒
子
の
歪
み
楕
円
体
の
伸
張
方
向
に
平
行
な

面
（
Ｓ
面
）
と
剪
断
の
方
向
に
平
行
に
発
達
し

た
剪
断
面
（
Ｃ
面
）
を
も
つ
（
図
２
）
、
花
崗
岩

質
マ
イ
ロ
ナ
イ
ト
と
鑑
定
さ
れ
、
そ
の
剪
断
セ

ン
ス
は
左
ず
れ
で
し
た
。
そ
し
て
、
Ｃ
面
の
方

向
す
な
わ
ち
剪
断
の
方
向
が
図
１
、
写
真
５
の

北
か
ら
二
二
度
西
よ
り
の
断
層
線
の
方
向
と
ほ

ぼ
一
致
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
単
な
る
偶
然
で
は

な
く
、
必
然
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
地
下
深
部
に

お
い
て
マ
イ
ロ
ナ
イ
ト
を
形
成
し
た
左
ず
れ
の

剪
断
が
斜
平
山
山
塊
の
山
体
構
造
に
関
わ
る
断

層
線
に
も
及
ん
で
お
り
、
図
１
の
矢
印
で
示
し

た
よ
う
に
左
ず
れ
で
斜
平
山
山
塊
が
剪
断
さ
れ

て
お
そ
の
沢
が
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
写
真
５
は
図
３
（
国
土
地
理

院
の
承
認
・
平
二
八
情
複
、
第
五
四
九
号
）
の

枠
で
範
囲
を
示
し
た
空
中
写
真
で
す
（
国
土
地

理
院
の
承
認
・
平
二
五
情
複
、
第
六
四
三
号
）
。 

立
体
視
に
挑
戦
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

次
に
斜
平
山
山
塊
の
真
ん
中
の
断
層
線
上

の
二
地
点
に
つ
い
て
写
真
を
添
え
て
述
べ
ま
す
。 

①
西
向
沼
（
写
真
６
） 

こ
の
沼
は
東
に
栃
窪
山
、
西
に
三
郎
沢
山
、

北
に
弁
財
天
の
山
に
囲
ま
れ
た
凹
地
に
あ
り
、

流
れ
込
む
水
が
な
い
の
で
、
沼
底
か
ら
の
湧
水

に
よ
り
涵
養
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
湧
水
は
断
層

に
賦
存
す
る
水
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
水
が

流
れ
出
す
の
は
二
方
向
で
あ
り
、
南
方
に
開
け

た
船
坂
峠
方
向
の
延
長
上
に
繰
返
不
動
大
滝
が

あ
る
。
北
方
へ
は
弁
財
天
の
山
の
西
側
の
小
さ

な
沢
か
ら
お
そ
の
沢
に
つ
な
が
る
非
常
に
急
峻

な
沼
倉
沢
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
断
層
線
は
こ

こ
で
一
端
途
切
れ
て
、
笹
野
山
山
頂
か
ら
同
じ

方
向
の
断
層
線
が
愛
宕
山
方
向
へ
延
び
て
い
く
。 

②
繰
返
不
動
大
滝
（
写
真
７
） 

図
３
の
青
丸
で
位
置
を
示
し
ま
し
た
。
お
不

動
さ
ま
の
社
の
裏
山
を
沢
に
沿
っ
て
登
っ
て
行

く
と
、
今
に
も
崩
れ
落
ち
て
き
そ
う
な
巨
木
が

目
に
入
り
圧
倒
さ
れ
ま
す
。
こ
の
巨
木
の
右
方

へ
登
る
と
高
さ
お
よ
そ
八
ｍ
、
幅
三
ｍ
の
滝
が

あ
り
ま
す
。
泥
岩
露
頭
で
す
が
、
層
理
面
が
不

明
で
薄
く
剥
が
れ
や
す
く
な
っ
て
お
り
粘
板
岩

様
の
劈
開
面
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
断
層
上
の
ず

れ
に
よ
る
圧
力
を
被
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

図２．マイロナイトの複合面構造の形成過程 

 

Kf:カリ長石 Pl:斜長石 Bi:黒雲母 Hb:普通角閃石 

SQz:再結晶石英   C:C 面，S:S 面 

写真４．李山の採石場内で採取した定方位試料の偏光顕微鏡写真 

スケール　　1.0mm

偏光顕微鏡写真

試料番号：ＳＵＭ－１

岩石名等：花崗岩質マイロナイト

オープンニコル

クロスニコル
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断層線の方向 

写真６．西向沼の北端にて 

笹野山 

愛宕山 

西向沼 

崩積土 

笹野浄水場  

天狗山 

月山 お 

そ 

の 

沢  

峰の道  

写真５．斜平山山塊の断層線の方向 空中写真番号：TO－70－4X C12

－6，7「写真５は，国土地理院長の承認を得て同院撮影の空中写真を複製

したものである。」（承認番号 平 25 情複，第 643 号） 

0 1km 

写真７．繰返不動大滝 

標尺の長さ：５ｍ 

立体視するために，眼鏡を

しておられる方は外して，

目の前 10cm 前後で調節し

てご覧ください。 

笹野浄水場  

西向沼  

峰の道  

N

0 1km 

図３．斜平山山塊の写真５の範囲（枠内） 
「図３は，国土地理院長の承認を得て同院発行の電子地形図 25000

を複製したものである。」（承認番号 平 28 情複，第 549 号） 

 赤丸印はマイロナイト採取地点 青丸印は繰返不動大滝 


