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日
本
人
は
古
来
、
地
震
列
島
に
住
む
宿
命
と
し
て
地
震
災
害
に
悩
ま
さ
れ
続
け
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
日

本
に
は
膨
大
な
震
災
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
関
東
大
震
災
は
わ
が
国
の
歴
史
上
も
っ
と

も
大
き
な
被
害
を
出
し
た
自
然
災
害
で
あ
り
、
地
震
災
害
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
を
理
解
す
る
上
で
ま
た
と
な

い
過
去
の
経
験
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
関
東
大
震
災
に
関
し
て
は
、
意
外
に
多
く
の
疑
問
や
誤
解
が
あ
っ
た
。

平
成
に
入
っ
た
一
九
九
○
年
ご
ろ
よ
り
、
そ
れ
ら
の
疑
問
を
解
消
す
べ
く
残
さ
れ
た
資
料
の
再
調
査
を
行
っ

て
き
た
。

第
一
章
震
災
に
学
ぶ

｜
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▲
１
８
０
６
８
０
■
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Ⅱ
８
■
Ｅ
Ｂ
Ｕ
・
■
■
Ｉ
巳
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■
■
■
■
■
日
Ⅱ
日
Ⅱ
■
Ⅱ
０
１

第一章震災に学ぶ
卜

ひ
る

「
大
正
一
二
（
一
九
一
三
）
年
九
月
一
日
の
お
午
ち
ょ
っ
と
前
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
。
九
の
巨
大
地
震
が

南
関
東
地
域
を
襲
い
ま
し
た
。
昼
食
の
支
度
に
多
く
の
家
庭
で
火
を
使
っ
て
い
た
た
め
、
東
京
・
横
浜
を
中

心
に
火
災
が
発
生
し
、
一
四
万
人
も
の
死
者
・
行
方
不
明
者
を
出
す
大
惨
事
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
機
に

日
本
で
は
じ
め
て
の
耐
震
基
準
が
整
備
さ
れ
、
そ
れ
以
後
日
本
の
建
物
は
関
東
大
震
災
規
模
の
地
震
で
も
壊

れ
な
い
よ
う
に
設
計
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

こ
れ
は
、
以
前
か
ら
、
関
東
大
震
災
の
解
説
で
よ
く
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
な
か
に
も
根

拠
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
や
明
ら
か
な
誤
り
、
理
解
し
に
く
い
こ
と
な
ど
が
あ
る
。
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
一

つ
ず
つ
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
↑

そ
も
そ
も
マ
グ
ニ
チ
ヨ
ー
Ｉ
ド
が
生
ま
れ
た
の
は
米
国
で
、
関
東
地
震
の
発
生
か
ら
一
○
年
余
り
後
、
気
象

庁
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
Ｍ
を
決
め
る
方
法
が
考
案
さ
れ
た
の
は
三
○
年
も
経
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
間
日

本
で
は
独
自
に
、
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
年
に
震
度
か
ら
決
め
る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
恥
が
考
案
さ
れ
た
。

き
り
し
な
か
っ
た
。

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
・
九
？

地
震
の
震
源
の
規
模
を
示
す
の
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
の
が
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
Ｍ
で
あ
る
。
関
東
大
震
災

を
引
き
起
こ
し
た
関
東
地
震
の
Ｍ
は
通
常
七
。
九
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
困
っ
た
こ
と
に
そ
の
根
拠
は
は
っ

か
わ
す
み
ひ
ろ
し

必
は
発
案
者
の
東
大
地
震
研
究
所
教
授
の
河
角
廣
（
一
九
○
四
～
七
三
に
ち
な
ん
で
河
角
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー

ド
と
呼
ば
れ
る
。
河
角
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
恥
は
、
震
源
か
ら
の
距
離
一
○
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
点
の
震
度

と
し
て
定
義
さ
れ
た
。
い
ろ
い
ろ
調
査
を
す
る
と
、
関
東
地
震
の
際
、
東
京
の
中
央
気
象
台
で
の
震
度
が
６

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
叫
六
を
求
め
、
昭
和
二
五
年
ご
ろ
に
、
そ
れ
を
Ｍ
と
の
経
験
的
な
関
係
式
に
入
れ

て
Ｍ
七
・
九
が
評
価
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
東
京
を
関
東
地
震
の
震
源
か
ら
一
○
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
点

だ
と
決
め
付
け
た
こ
と
や
東
京
の
震
度
も
場
所
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
Ｍ
七
・
九

は
、
当
時
と
し
て
も
相
当
大
胆
な
判
断
の
も
と
に
評
価
さ
れ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

気
象
庁
発
表
の
Ｍ
も
含
め
、
Ｍ
は
地
震
計
で
観
測
さ
れ
た
地
震
記
録
の
最
大
振
幅
値
か
ら
決
め
ら
れ
る
。

関
東
地
漉
当
時
、
す
で
に
日
本
で
は
世
界
で
も
っ
と
も
密
度
の
高
い
地
震
観
測
網
が
あ
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
の
観
測
点
で
地
震
計
の
針
が
振
り
切
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
調
査
を
す
る
と
、

六
地
点
で
、
振
り
切
れ
ず
に
揺
れ
を
完
全
に
書
き
と
め
た
記
録
が
見
つ
か
っ
た
。
そ
れ
ら
を
用
い
て
、
気
象

庁
の
や
り
方
で
Ｍ
を
決
め
る
と
Ｍ
八
・
一
十
一
○
・
二
と
な
る
。
結
果
的
に
は
、
Ｍ
七
・
九
も
誤
差
の
範
囲
で

許
容
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
、
、
気
象
庁
の
測
候
所
や
大
学
が
当
時
の
地
震
記
録
を
保

管
し
て
く
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 １

１
ｰ
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第一章．震災に学ぶ

さ
の
と
し
か
た

科
の
佐
野
利
器
（
一
八
八
○
～
一
九
五
六
）
が
大
正
五
、
六
年
に
『
震
災
予
防
調
査
会
報
告
』
第
八
三
号

甲
・
乙
で
「
家
屋
耐
震
構
造
論
」
上
。
下
編
と
し
て
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
震
度
と
呼
ん
で
．
い
る
量
は
、
我
々
が
耳
慣
れ
た
、
気
象
庁
が
発
表
し
て
い
る
あ
の
震
度
で
は
な
い
。

地
震
時
に
建
物
が
受
け
る
水
平
の
加
速
度
値
を
標
準
の
重
力
加
速
度
値
ｇ
Ⅱ
約
九
八
一
割
（
瓢
は
員
建
と

同
じ
）
で
割
り
込
ん
だ
値
を
い
う
。
本
書
で
は
区
別
し
て
水
平
震
度
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
佐
野
は
そ
の
際
、

設
計
用
の
水
平
震
度
（
設
計
震
度
）
と
し
て
○
・
一
つ
ま
り
約
一
○
○
瓢
を
採
用
し
た
。
そ
の
根
拠
は
前
年

の
関
東
大
震
災
の
際
に
被
害
調
査
か
ら
推
定
さ
れ
た
東
京
下
町
で
の
揺
れ
の
強
さ
が
水
平
震
度
○
・
三
（
約

三
○
○
劇
で
ほ
ぼ
震
度
６
相
当
）
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

普
通
設
計
で
は
安
全
余
裕
を
三
倍
く
ら
い
承
て
い
た
の
で
、
○
・
’
一
を
も
と
に
設
計
す
れ
ば
、
○
・
三

で
も
ぎ
り
ぎ
り
壊
れ
な
い
よ
う
に
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
被
害
調
査
か
ら
東
京
下
町
で
の
水
平
震
度

を
評
価
し
た
の
は
今
村
明
恒
で
あ
る
。
日
本
の
耐
震
基
準
は
、
こ
れ
以
後
さ
ま
ざ
ま
な
変
遷
を
遂
げ
る
が
、

揺
れ
の
強
さ
の
基
準
は
、
こ
の
と
き
参
照
さ
れ
た
東
京
下
町
で
の
水
平
震
度
が
引
き
継
が
れ
て
き
た
。
「
関

東
大
震
災
に
も
耐
え
る
よ
う
に
設
計
し
て
い
る
」
．
な
ど
と
よ
く
い
わ
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
耐
震
基

準
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
詳
し
く
説
明
す
る
。

話
を
戻
す
と
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
い
っ
た
い
ど
の
く
ら
い
の
強
さ
の
揺
れ
が
観
測
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
か
。
関
東
大
震
災
の
と
き
と
異
な
り
地
震
計
で
観
測
さ
れ
た
記
録
が
あ
り
、
た
と
え
ば
神
戸
海
洋
気
象
台

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
揺
れ
は
関
東
大
震
災
の
三
倍
？

に
し
の
み
や

平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
に
兵
庫
県
南
部
地
震
が
発
生
し
、
西
宮
か
ら
神
戸
、
さ
ら
に
は
淡
路
島
に
か
け

て
多
く
の
住
家
や
ピ
ル
が
被
害
を
受
け
た
。
ま
た
、
高
速
道
路
が
倒
れ
た
り
、
新
幹
線
の
高
架
橋
が
壊
れ
た

り
、
橋
が
落
ち
た
り
と
、
目
を
覆
い
た
く
な
る
ほ
ど
の
大
き
な
被
害
が
相
次
い
だ
。
そ
の
際
に
、
構
造
物
や

耐
震
規
定
を
管
理
す
る
国
や
地
方
の
役
人
が
よ
く
い
っ
た
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
設
計
の
基
準
に
し
て
い

る
関
東
大
震
災
の
三
倍
の
揺
れ
が
来
た
の
で
被
害
が
出
た
」
で
あ
る
。
国
民
の
側
に
立
て
ば
、
ち
ょ
っ
と
言

い
訳
が
ま
し
く
聞
こ
え
る
一
方
で
、
海
溝
型
地
震
で
あ
る
関
東
地
震
の
揺
れ
が
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た
よ

う
な
印
象
を
受
け
た
。

こ
の
言
葉
の
う
ち
、
気
に
な
る
の
は
「
関
東
大
震
災
の
揺
れ
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
を
真
に

受
け
た
人
の
な
か
に
は
、
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
揺
れ
は
関
東
大
震
災
の
揺
れ
に
比
べ
て
は
る
か
に
強
く
、

予
想
も
で
き
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
」
な
ど
と
勝
手
な
解
釈
を
し
、
ま
こ
と
し
や
か
に
話
す
人
も
い
た
。
と
こ
ろ

が
、
そ
れ
が
偽
り
で
あ
る
こ
と
は
図
１
に
あ
る
両
者
の
震
度
分
布
図
を
み
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
。
で
は
な
ぜ

こ
ん
な
話
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
で
は
じ
め
て
の
耐
震
基
準
は
、
大
正
一
三
（
一
九
二
四
）
年
六
月
に
市
街
地
建
築
物
法
と
い
う
法
律

の
な
か
に
規
定
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
前
年
の
関
東
大
震
災
の
影
響
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
に
用

い
ら
れ
た
方
法
が
、
今
日
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
静
的
震
度
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
東
大
工
学
部
建
築
学

●
０
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Ｊ
ｌ
Ｉ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
Ｕ
‐
１
１
１
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Ｊ
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第一章漉災に学ぶ

ふ
き
あ
い

で
は
八
一
八
型
大
阪
ガ
ス
の
葺
合
供
給
所
で
八
○
二
型
の
加
速
度
が
記
録
さ
れ
、
さ
ら
に
被
害
の
大
き
い

と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
以
上
の
強
い
揺
れ
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
た
。

こ
ん
な
事
情
か
ら
、
設
計
の
基
準
と
し
て
い
た
三
○
○
鯉
の
約
三
倍
と
い
う
意
味
で
、
「
関
東
大
震
災
の

三
倍
の
揺
れ
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
関
東
大
麓
災
の
際
の
揺
れ
に
よ
る
直
接
の

被
害
朧
東
京
府
よ
り
神
奈
川
県
の
方
が
多
く
、
震
源
に
近
い
神
奈
川
県
や
千
葉
県
南
部
を
中
心
に
、
震
度

７
の
揺
れ
に
見
舞
わ
れ
、
そ
の
広
さ
は
阪
神
。
淡
路
大
震
災
の
場
合
の
一
○
倍
以
上
に
も
な
っ
て
い
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
数
字
の
ル
ー
ツ
を
わ
き
ま
え
な
い
軽
率
な
発
言
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
震
災
に
関
す
る
資
料
や
言
い
伝
え
に
は
、
し
ば
し
ば
不
可
解
な
点
が
あ
る
。
震
災
の
真
実

を
知
り
、
正
し
い
情
報
と
し
て
後
世
に
伝
え
て
ゆ
く
。
た
め
に
は
、
関
連
す
る
資
料
の
保
存
は
も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
ら
を
も
と
に
研
究
や
分
析
を
続
け
、
震
災
を
読
承
解
く
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
我
々
の
震
災

に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
来
る
べ
き
地
震
に
備
え
る
た
め
の
基
礎
知
識
と
な
る
。
震
災
と
は
何
か
？
読
み

解
か
れ
た
い
く
つ
か
の
結
果
を
紹
介
し
よ
う
。

住
家
全
潰
と
死
者
数

表
１
で
は
、
建
物
被
害
と
し
て
大
多
数
を
占
め
る
木
造
住
家
の
被
害
を
県
別
な
ら
び
に
東
京
市
、
横
浜
市
、

横
須
賀
市
ご
と
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
全
体
の
被
害
に
お
よ
ぼ
す
火
災
の
影
響
を
区
別
す
る
た
め
に
、
同
時

に
非
焼
失
地
域
の
全
演
数
。
半
潰
数
も
示
す
。
ま
た
焼
失
数
に
健
全
穐
半
潰
後
に
焼
失
し
た
数
も
含
ま

れ
る
。
津
波
に
よ
る
流
失
と
土
砂
崩
れ
に
よ
る
埋
没
数
は
合
わ
せ
て
示
す
。
合
計
欄
は
失
わ
れ
た
家
屋
の
総

数
で
、
非
焼
失
地
域
の
全
潰
数
・
半
潰
数
、
焼
失
数
と
流
失
。
埋
没
数
の
合
計
が
書
か
れ
て
い
る
。

死
者
数
も
原
因
別
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
住
家
全
箕
火
災
、
流
失
・
埋
没
に
つ
い
て
は
、
建
物
被
害
と

同
様
で
あ
る
が
、
工
場
等
の
被
害
を
区
別
し
た
。
耐
震
対
策
が
な
さ
れ
て
い
な
い
当
時
の
工
場
の
倒
潰
が
多

く
の
労
働
者
の
命
を
奪
い
、
土
砂
災
害
に
よ
る
死
者
。
行
方
不
明
者
を
も
上
回
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
全

体
と
し
て
は
火
災
に
よ
る
死
者
が
断
然
多
い
が
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
住
家
の
全
潰
に
よ
る
死
者
も
約
一

万
一
○
○
○
人
と
非
常
に
多
い
。

住
家
の
全
潰
は
死
者
を
生
む
大
き
な
原
因
の
一
つ
で
あ
る
。
仮
に
住
家
全
潰
が
原
因
と
み
ら
れ
る
死
者
数

で
住
家
の
全
潰
数
を
割
る
と
、
単
純
に
全
潰
住
家
九
・
九
棟
に
一
人
の
割
合
で
死
者
が
出
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
関
係
を
ほ
か
の
地
震
と
比
較
す
る
．
た
め
に
、
次
ペ
ー
ジ
の
表
２
に
、
明
治
以
降
わ
が
国
で
発
生

し
た
地
震
の
う
ち
、
死
者
数
の
多
い
地
震
二
○
例
の
死
者
数
な
ら
び
に
家
屋
喪
失
数
を
示
す
。
家
屋
喪
失
数

と
は
全
遣
焼
失
、
流
失
、
埋
没
な
ど
に
よ
っ
て
完
全
に
失
わ
れ
た
住
家
の
数
で
あ
る
。
焼
失
、
流
失
、
埋

２
震
災
を
読
象
解
く

●

4

1

〆
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第二章地腱を探る

△
そ
も
そ
も
日
本
人
に
よ
る
組
織
的
な
地
震
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
明
治
二
四
、
（
一
八
九
一
）
年
の
濃
尾
地

震
の
大
災
害
を
受
け
て
、
国
を
あ
げ
て
地
震
防
災
に
取
り
組
む
た
め
に
翌
年
、
文
部
省
に
震
災
予
防
調
査

会
が
発
足
し
て
以
来
で
あ
る
。
地
震
学
に
お
い
て
、
地
震
現
象
の
物
理
的
解
明
だ
け
で
な
く
、
地
震
防
災
に

軸
足
が
お
か
れ
た
の
は
当
然
の
帰
結
だ
っ
た
。

物
理
学
で
す
べ
て
の
現
象
が
記
述
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
補
う
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
、
地
震

の
際
の
被
害
に
つ
い
て
の
記
戦
や
体
験
談
を
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
広
く
集
め
、
地
震
を
経
験
的
に
と

ら
え
て
、
教
訓
と
し
て
生
か
す
よ
う
な
手
法
も
必
要
に
な
る
。
↑
」
の
た
め
空
間
的
に
は
高
密
度
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
が
必
要
で
あ
り
、
時
間
的
に
は
古
代
か
ら
史
料
と
し
て
残
さ
れ
て
き
た
地
震
に
関
す
る
文
字
資
料
を
整

理
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
過
程
が
物
理
学
的
手
続
き
に
乗
せ
ら
れ
な
く
て
も
、
日
本
の
地
震

学
が
震
災
対
策
を
通
じ
て
社
会
と
結
び
つ
い
て
発
展
し
て
き
た
以
上
、
地
震
学
と
し
て
そ
れ
ら
を
包
括
し
総

合
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
地
震
と
い
う
言
葉
を
震
源
に
限
定
し
て
使
う
と
い
う
こ
と
に

私
が
い
さ
さ
か
抵
抗
を
覚
え
る
の
は
、
地
震
学
に
は
、
物
理
学
だ
け
で
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
か
か
わ
り

が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
狭
義
の
地
震
学
の
都
合
だ
け
で
言
葉
の
使
用
を
限
定
す
る
こ
と
に
問
題
を
感

じ
る
か
ら
で
あ
る
。

藤
井
陽
一
郎
は
、
関
東
大
震
災
以
後
に
物
理
的
な
方
向
へ
大
き
く
舵
を
切
り
近
代
化
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
地
震
学
の
問
題
を
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

う
な
地
震
の
も
つ
性
格
を
考
え
る
と
、
そ
の
定
義
は
狭
義
の
地
震
学
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

日
本
で
狭
義
の
地
震
学
が
一
般
的
に
な
っ
た
の
は
、
関
東
大
震
災
の
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
日
本
の
地
震

お
お
も
り
ふ
さ
患
ち

学
の
研
究
方
針
に
大
き
な
反
省
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
批
判
は
、
特
に
大
森
房
吉
（
一
八
六
八

～
一
九
一
三
）
や
今
村
明
恒
が
震
災
予
防
調
査
会
を
中
心
に
行
っ
て
き
た
地
震
学
の
研
究
に
向
け
ら
れ
た
。

そ
れ
ら
が
統
計
的
・
計
測
的
要
素
が
強
く
、
物
理
的
基
礎
に
基
づ
い
て
現
象
を
解
釈
し
よ
う
と
い
う
方
向
性

に
乏
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

な
が
お
か
は
ん
た
ろ
う
て
ら
だ
と
ら
ひ
こ

批
判
を
唱
え
た
中
心
は
、
有
名
な
長
岡
半
太
郎
（
一
八
六
五
～
一
九
五
○
）
や
寺
田
寅
彦
（
一
八
七
八
～
一

九
三
五
）
な
ど
の
物
理
学
者
で
、
そ
の
反
省
に
た
っ
て
、
大
正
一
四
（
一
九
一
宝
）
年
に
震
災
予
防
調
査
会

が
解
散
し
、
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
東
大
地
震
研
究
所
が
設
立
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
長
岡
半
太
郎
が
そ
れ
ま
で

の
地
震
学
に
対
す
る
批
判
の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
寺
田
寅
彦
は
「
本
当
の
地
震
学
は
こ
れ
を
地

球
物
理
学
の
一
章
と
し
て
見
た
時
に
始
め
て
成
立
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
「
地

震
研
究
に
は
、
統
計
的
・
計
測
的
、
地
質
的
、
物
理
的
の
三
つ
の
方
法
が
あ
る
が
、
こ
の
総
合
が
地
震
学
で

ふ
じ
い
よ
う

な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
、
総
合
科
学
的
に
地
震
学
を
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
た
（
藤
井
陽

い
ち
ろ
う

一
郎
箸
『
日
本
の
地
震
学
』
昭
和
四
二
年
）
。
寺
田
が
そ
れ
ま
で
の
地
震
学
に
一
定
の
評
価
を
与
え
、
地
震
災

害
と
直
接
向
き
合
う
日
本
の
地
震
学
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
輸
入
さ
れ
た
思
想
だ
け
で
は
語
り
尽
く
せ
な
い

面
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。

●
，
８
ｔ
■
０
０
日

１
．
■
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６
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震
学
』
）

「
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
は
地
震
予
知
を
実
行
す
る
に
は
、
地
震
の
本
性
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
地
震
の
本
性

を
知
る
た
め
に
は
地
球
物
理
の
研
究
を
発
展
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
結
果
近
代

化
さ
れ
た
地
震
学
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
人
々
の
間
で
は
、
震
災
に
対
す
る
関
心
が
薄
れ
、
近
代
化
さ
れ
た

地
震
学
と
震
災
対
策
は
研
究
の
実
際
面
で
お
互
い
に
異
質
な
も
の
と
し
て
結
合
し
て
い
な
い
」
（
『
日
本
の
地

平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
の
兵
庫
県
南
部
地
震
の
後
、
国
は
、
地
震
に
関
す
る
調
査
研
究
成
果
が
国
民
や

防
災
関
係
者
に
十
分
に
伝
達
、
活
用
さ
れ
る
体
制
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
反
省
の
も
と
、
総
理
府
に

地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
を
設
置
し
た
。
地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
は
後
に
文
部
科
学
省
に
籍
を
移
し
、
多

く
の
地
震
に
関
す
る
研
究
者
が
活
動
に
加
わ
っ
て
地
震
防
災
を
め
ざ
し
て
活
動
し
て
い
る
。
ど
こ
か
一
○
○

年
以
上
前
の
震
災
予
防
調
査
会
を
思
わ
せ
る
。

地
震
学
は
常
に
震
災
と
隣
り
合
わ
せ
●
の
学
問
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
単
な
る
自
然
科
学
の
一
分
野
で
は

な
い
。
大
地
震
に
よ
る
社
会
的
な
シ
ョ
ッ
ク
が
き
っ
か
け
で
、
物
理
学
と
防
災
と
の
間
を
揺
れ
動
く
姿
に
そ

の
特
殊
性
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。

び
登
場
す
る
か
ら
で
あ
る
。
大
森
房
吉
は
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
生
ま
れ
で
、
明
治
二
四
年
の
濃
尾
地
震

の
年
に
東
大
の
地
震
学
助
手
に
な
る
。
一
方
、
今
村
明
恒
は
明
治
三
年
生
ま
れ
で
、
こ
の
年
か
ら
学
生
と
し

て
地
震
学
を
専
攻
す
る
。
二
人
は
と
も
に
震
災
予
防
調
査
会
の
牽
引
役
と
な
っ
て
活
動
し
た
が
、
身
分
に
は

大
き
な
差
が
あ
っ
た
。

大
森
は
、
明
治
二
五
年
に
講
師
の
身
分
で
地
震
学
講
座
担
任
に
な
り
、
明
治
三
○
年
に
は
教
授
と
な
っ
て

着
実
に
階
段
を
昇
り
詰
め
て
ゆ
く
。
こ
れ
に
対
し
て
今
村
は
、
大
正
一
二
（
一
九
一
三
）
年
の
関
東
大
震
災

当
時
で
も
、
無
給
の
助
教
授
で
陸
軍
の
幼
年
学
校
（
後
の
陸
軍
士
官
学
校
予
科
）
の
教
授
で
生
計
を
立
て
る

と
い
う
立
場
に
甘
ん
じ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
二
人
の
変
則
的
な
関
係
に
影
を
お
と
し
た
事
件
が
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
津
波
の
原
因
論
に

対
す
る
両
者
の
対
立
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
東
京
に
大
地
震
が
来
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
の
二
人
の
確

執
で
あ
る
。
特
に
後
者
は
、
関
東
大
震
災
の
直
前
の
二
人
の
関
係
を
抜
き
差
し
な
ら
な
い
も
の
に
し
て
し
ま

っ
た
。
今
村
が
述
べ
た
こ
と
が
、
マ
ス
弓
、
、
に
よ
っ
て
大
地
震
が
す
ぐ
に
で
も
東
京
に
来
る
か
の
ど
と
き
に

世
間
に
伝
え
ら
れ
、
地
震
騒
動
を
引
き
起
こ
し
た
。
こ
れ
を
収
め
よ
う
と
し
た
大
森
は
、
結
果
と
し
て
今
村

ほ
ら

を
非
難
し
、
当
時
最
高
の
権
威
者
で
あ
っ
た
大
森
に
非
難
さ
れ
た
今
村
に
は
法
螺
吹
き
の
汚
名
が
残
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
の
が
そ
の
い
き
さ
つ
で
あ
る
。

関
東
地
震
が
発
生
し
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
東
京
本
郷
に
あ
っ
た
東
大
の
地
震
学
教
室
で
は
、
今
村
が

I

’

大
森
房
吉
と
今
村
明
恒

こ
こ
で
、
大
森
房
吉
と
今
村
明
恒
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
す
で
に
名
前
が
出
て
い
る
が
、
以
後
も
た
び
た
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第二章地震を探る

震
度
が
い
く
ら
総
合
科
学
と
し
て
の
地
震
学
の
知
恵
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
物
理
学
的
に
揺
れ
を
分
析
ず

る
に
は
不
十
分
な
デ
ー
タ
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
地
震
の
震
源
の
正
体
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、

揺
れ
に
よ
っ
て
潰
れ
な
い
建
物
を
造
る
た
め
に
も
、
物
理
量
に
よ
っ
て
揺
れ
を
記
述
す
る
必
要
が
あ
る
。
関

東
大
震
災
後
に
地
球
物
理
学
と
し
て
の
近
代
的
な
地
震
学
が
始
ま
っ
た
と
よ
く
い
わ
れ
る
が
、
物
理
的
な
検

討
の
ベ
ー
ス
と
な
る
揺
れ
を
測
る
こ
と
に
つ
い
て
、
明
治
。
大
正
期
の
地
震
学
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。

揺
れ
を
測
る
と
い
う
こ
と
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
承
よ
う
。

＄
地
震
と
お
墓

地
震
の
揺
れ
は
単
に
そ
の
場
所
が
震
動
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
震
源
か
ら
揺
れ
の
元
と
な
る
地
震
波
が
発

生
し
、
そ
れ
が
伝
わ
る
こ
と
で
次
々
と
地
面
を
揺
ら
し
て
ゆ
く
結
果
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
揺
れ
の
正
体
を

知
る
た
め
に
は
、
あ
る
場
所
で
震
動
を
測
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
面
的
に
展
開
し
て
ネ
ッ
．
ト
ワ
ー
ク
を
組

承
、
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
揺
れ
が
伝
わ
っ
て
い
っ
た
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
地
震
計
に
よ
っ
て
正
確
に

地
震
の
揺
れ
を
測
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
技
術
的
に
も
経
済
的
に
も
問
題
を
解
決
で
き
な
か
っ
た
時

期
に
、
そ
れ
を
補
っ
た
の
が
墓
石
で
あ
る
。
地
震
に
お
墓
、
縁
起
で
も
な
い
と
思
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
が
、

揺
れ
の
物
理
量
を
測
る
た
め
に
最
初
に
活
躍
し
た
の
は
墓
石
で
あ
っ
た
。

墓
石
の
転
倒
か
ら
揺
れ
の
強
さ
を
測
る
原
理
は
、
至
っ
て
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
ど
の

く
ら
い
座
り
の
よ
い
も
の
ま
で
倒
れ
た
か
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
横
幅
が
狭
く
、
背
が
高
い
も
の
ほ

ど
座
り
が
悪
い
こ
と
は
日
常
よ
く
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
横
幅
ｂ
と
高
さ
ｈ
の
比
ご
ロ
を
座
り
の

良
し
悪
し
の
指
標
に
し
て
、
ど
の
く
ら
い
座
り
の
よ
い
も
の
ま
で
倒
れ
た
か
を
調
べ
れ
ば
、
揺
れ
の
強
さ
が

わ
か
る
。
ま
た
倒
れ
た
方
向
は
強
く
揺
れ
た
方
向
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。

当
然
、
調
べ
る
対
象
は
な
る
べ
く
単
純
な
形
の
も
の
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
観
点
か
ら
は
ど
こ
に
で
も
あ

る
も
の
が
よ
く
、
し
か
も
い
ろ
い
ろ
な
ず
医
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
お
墓
や

さ
お
い
し

そ
の
周
辺
に
あ
る
石
碑
等
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
お
墓
の
一
番
上
の
石
を
竿
石
と
い
う
が
、
ど
の
く
ら
い

座
り
の
よ
い
も
の
ま
で
倒
れ
た
か
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
墓
地
で
の
揺
れ
の
強
さ
が
わ
か
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
墓
地
で
調
査
す
れ
ば
、
揺
れ
の
強
さ
の
分
布
や
揺
れ
が
強
か
っ
た
方
向
も
わ
か
る
と
い
う
し
く
み

で
あ
る
。

こ
れ
だ
け
な
ら
、
被
害
の
程
度
か
ら
揺
れ
の
強
さ
を
分
類
す
る
震
度
階
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
よ
う
で
あ

る
が
、
墓
石
の
転
倒
か
ら
は
、
揺
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
加
速
度
と
そ
の
方
向
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
利
点
が
あ
る
。
つ
ま
り
物
理
量
が
測
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
倒
れ
る
か
倒
れ
な
い
か
の
境
目
の

３
揺
れ
を
測
る

~
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第二章地震を探る

凸
■
０
７
口
ｌ
Ⅱ
８

１
１
１

倒
物
の
調
査
が
な
さ
れ
る
た
び
に
引
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
承
る
と
、
調
査
法
も
含
め
そ
の
後
の
一
連
の

調
査
の
基
準
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

大
森
は
明
治
三
一
年
に
『
震
災
予
防
調
査
会
報
告
』
第
一
二
号
で
、
そ
の
後
に
発
生
し
た
地
震
の
調
査
結

果
を
総
合
し
、
水
平
震
度
か
ら
計
算
さ
れ
る
加
速
度
値
と
被
害
を
対
応
付
け
た
絶
対
震
度
階
を
提
案
し
た
。

震
度
階
と
加
速
度
の
関
係
の
先
駆
け
と
い
え
る
。
ま
た
水
平
震
度
を
も
と
に
佐
野
利
器
が
静
的
震
度
法
を
提

案
し
、
そ
れ
が
世
界
で
は
じ
め
て
の
耐
震
基
準
に
繋
が
っ
た
と
い
う
こ
と
は
先
に
触
れ
た
が
、
そ
の
根
源
が

大
森
に
よ
る
墓
石
の
調
査
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
佐
野
利
器
の
「
家
屋
耐
震
構
造
論
」
（
大
正
五
、
六
年
）
の
冒

頭
に
書
か
れ
、
本
書
で
も
第
四
章
で
一
部
引
用
し
て
い
る
。

地
震
の
強
い
揺
れ
を
測
る
地
震
計
が
多
数
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年

の
兵
庫
県
南
部
地
震
以
降
で
あ
る
。
濃
尾
地
震
の
例
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
昨
今
の
地
震
を
除
く
と
、
日
本

で
は
多
く
の
大
地
震
に
よ
る
揺
れ
が
墓
石
な
ど
の
転
倒
物
の
調
査
や
木
造
住
家
の
被
害
率
の
調
査
結
果
と
し

て
記
録
さ
れ
て
き
た
。

私
も
何
度
か
地
震
の
後
に
お
墓
を
調
査
し
た
こ
と
が
あ
る
（
図
５
）
。
倒
れ
て
落
ち
た
墓
石
を
足
で
ま
た

ぐ
こ
と
も
あ
り
、
お
墓
に
は
何
度
も
失
礼
な
こ
と
を
し
た
。
そ
の
と
き
、
思
わ
ず
手
を
合
わ
せ
「
御
免
な
さ

と
と
い
う
こ
と
も
よ
く
あ
っ
た
。
と
き
に
ば
墓
地
の
真
ん
中
で
大
森
や
今
村
な
ど
先
人
に
思
い
を
は
せ
た

こ
と
も
あ
る
。
あ
の
世
の
人
ま
で
地
震
の
研
究
に
協
力
し
て
く
れ
る
国
は
、
日
本
く
ら
い
の
も
の
で
は
な
い

座
り
の
具
合
を
示
す
ご
壷
を
ｋ
と
す
る
と
、
水
平
に
働
い
た
加
速
度
の
値
ａ
は
、
我
々
が
地
球
上
で
日
常
感

Ｏ

じ
て
い
る
重
力
の
加
速
度
値
９
（
Ⅱ
約
九
八
一
型
に
ｋ
を
乗
じ
る
と
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
禦
鼻
×
ぬ
）
。
６

言
い
換
え
る
と
ｋ
は
、
重
力
の
加
速
度
値
の
何
分
の
一
か
で
水
平
に
働
い
た
力
の
強
さ
を
表
す
指
標
で
あ
る
。

つ
ま
り
先
に
述
べ
た
水
平
震
度
そ
の
も
の
で
あ
る
。
関
東
地
震
の
後
に
耐
震
基
準
を
作
る
際
、
東
京
の
下
町

で
の
水
平
震
度
○
・
三
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
た
と
い
う
話
を
し
た
が
、
た
と
え
ば
、
横
幅
ｂ
が
三
○
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
の
竿
石
の
場
合
、
ｋ
Ⅱ
○
・
三
と
す
れ
ば
、
高
さ
ｈ
は
ウ
芹
で
一
○
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、

そ
れ
よ
り
背
の
高
い
座
り
の
悪
い
も
の
が
倒
れ
る
程
度
の
揺
れ
の
強
さ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

日
本
の
地
震
学
の
草
創
期
に
墓
石
や
石
碑
の
転
倒
調
査
を
し
た
例
と
し
て
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、

明
治
一
西
（
一
八
九
一
）
年
一
○
月
二
八
日
の
濃
尾
地
震
に
対
す
る
調
査
で
あ
る
。
当
事
者
は
大
森
房
吉
で

あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
同
年
四
月
に
東
大
の
地
震
学
助
手
に
な
っ
た
ば
か
り
の
弱
冠
一
三
歳
の
新
進
気

鋭
の
研
究
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
今
村
明
恒
は
一
弓
年
下
で
ま
だ
物
理
学
科
の
一
年
生
で
あ
っ
た
。
今
村
も
こ

の
地
震
が
き
っ
か
け
で
地
震
学
に
一
生
を
捧
げ
る
決
心
を
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
山
下
文
男
箸
『
君
子

未
然
に
防
ぐ
１
１
１
地
震
予
知
の
先
駆
者
今
村
明
恒
の
生
涯
』
平
成
一
四
年
）
。

ウ
医
か
ら
水
平
震
度
を
求
め
る
式
は
、
大
森
以
前
に
工
科
大
学
震
の
東
大
工
学
部
）
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
。
デ

ィ
キ
ン
ソ
ン
。
ウ
ェ
ス
ト
が
地
震
の
調
査
に
は
じ
め
て
使
い
、
明
治
一
八
年
に
『
日
本
地
震
学
会
英
文
報

告
』
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
大
森
に
よ
る
転
倒
墓
石
の
調
査
は
、
そ
の
後
大
地
震
が
発
生
し
、
転

、
f

ｂ
ｌ
９
Ｊ
ｌ
９
ｌ
Ⅱ
９
１
Ｐ
令
句
凸
§
？
‐
ｉ
８
８
Ｐ
。
〃
９
６
９
６
凸
０
Ⅱ
Ｈ
ｈ
Ⅱ
８
９
１
１
９
Ⅱ
０
日
７
０
日
４
．
０
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｐ
‐
５
、
甲
０
日
ザ
◆
。
○
ロ
ゥ
ｂ
■
■
ロ
凸
■
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第二章地震を探る

大森の調査に
よる震動方向

断層の動き

、

噂ご
ノ
ィ

'~~（『－，，
1ﾊｰｰ・》

／

（

地
さ

ダ

ィー
リ

＝ 愛知県、

、

〆ノ
イ

ノ
市四日

一
４

争

橋
／
１
延
１

－
ｈ

豊

一
二
一 図5平成15年宮城県北部地震の際の涌谷（わくや）町

見龍寺での様子（平成15年7月武村雅之撮影)。地震後
の墓石の調査ではこんな光景にも時々 出くわす

10km
11

図6明治24年濃尾地露の際の断層のずれの方向と転倒

物より評価された揺れの方向（武村雅之・諸井孝文・八
代和彦〔平成10年〕より転載） 不

可
解
な
揺
れ
の
方
向

明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
の
濃
尾
地

震
に
対
す
る
調
査
結
果
を
み
る
と
、
地
下ね

の
断
層
の
動
き
が
地
表
面
ま
で
達
し
、
根

お
だ
に

尾
谷
を
中
心
に
長
さ
八
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

に
も
わ
た
っ
て
各
地
で
左
横
ず
れ
の
断
層

運
動
が
観
察
さ
れ
た
。
震
源
が
岐
阜
県
か

ら
愛
知
県
に
か
け
て
延
び
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
大
森
は
こ
の
よ
う
な
な
か
で
、

墓
石
や
石
碑
の
転
倒
状
況
を
詳
し
く
調
べ

た
。
そ
の
結
果
や
住
家
の
被
害
率
等
か
ら
、

広
い
範
囲
で
今
日
流
に
い
う
震
度
７
の
強

い
揺
れ
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
濃
尾

地
震
は
、
岐
阜
県
と
愛
知
県
の
昔
の
国
名

か
と
思
う
。

み
の
お
わ
り

で
あ
る
美
濃
と
尾
張
か
ら
一
宇
ず

つ
取
っ
て
地
震
の
名
前
が
付
け
ら

れ
、
国
名
に
掛
け
て
〃
身
の
（
美

濃
）
終
わ
り
（
尾
張
）
〃
な
ど
と

い
わ
れ
る
ほ
ど
両
県
に
お
け
る
被

害
は
激
し
か
っ
た
。
わ
が
国
で
最

大
級
の
内
陸
直
下
地
震
と
い
わ
れ

一
六
ペ
ー
ジ
の
表
２
に
示
し
た
よ

う
に
、
死
者
は
七
○
○
○
人
を
超

え
た
。一

方
、
大
森
が
調
べ
た
墓
石
や

石
碑
の
転
倒
方
向
と
、
断
層
の
位

置
お
よ
び
そ
の
動
き
方
を
見
る
と
、

ち
ょ
っ
と
不
可
解
な
印
象
を
も
つ
。

図
６
に
断
層
の
位
置
と
ず
れ
の
方

向
、
お
よ
び
そ
の
と
き
調
査
さ
れ

I

一
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第二章 地霞を探る

必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
地
麗
の
際
に
は
地
震
計
が
置
か
れ
た
地
面
そ
の
も
の
が
揺
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ

れ
を
測
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
そ
ん
な
問
題
を
解
決
し
て
く
れ
た
の
が
振
り

子
の
原
理
で
あ
る
。

お
も
り

あ
る
長
さ
を
も
つ
糸
に
適
当
な
錘
を
つ
け
て
、
糸
の
端
を
も
っ
て
ぶ
ら
下
げ
た
状
況
を
考
え
て
承
よ
う
。

そ
の
状
況
で
錘
を
横
か
ら
引
っ
ぱ
っ
て
放
す
と
、
錘
は
往
復
運
動
を
始
め
る
。
こ
れ
が
振
り
子
で
あ
る
。
振

り
子
が
一
往
復
す
る
時
間
を
周
期
と
い
う
が
、
こ
の
場
合
、
周
期
は
糸
の
長
さ
で
決
ま
る
固
有
の
値
で
固
有

周
期
と
呼
ば
れ
る
。
今
度
は
、
錘
を
止
め
て
糸
の
端
を
も
つ
手
を
ゆ
っ
く
り
左
右
に
動
か
し
、
往
復
運
動
を

し
て
承
よ
う
。
手
を
ゆ
っ
く
り
大
き
く
時
間
を
か
け
て
左
右
に
動
か
し
て
い
る
う
ち
は
、
錘
も
一
緒
に
動
い

て
い
る
が
、
だ
ん
だ
ん
と
左
右
に
動
か
す
手
を
早
め
て
、
振
り
子
の
固
有
周
期
よ
り
も
短
い
時
間
で
往
復
運

動
す
る
と
、
錘
は
静
止
し
て
動
か
な
く
な
る
。
も
し
仮
に
手
が
地
面
の
動
き
と
す
れ
ば
、
振
り
子
は
地
面
の

動
き
と
は
関
係
な
し
に
静
止
す
る
点
と
な
る
。
こ
れ
を
不
動
点
と
い
う
。

地
面
に
紙
を
置
き
、
不
動
点
に
ペ
ン
を
付
け
て
両
者
を
接
触
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
紙
に
は
地
面
の

動
き
と
正
反
対
の
動
き
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
地
震
計
の
原
理
で
あ
る
。
た
だ
し
、
地
面
の

動
き
が
正
確
に
記
録
で
き
る
の
は
振
り
子
の
固
有
周
期
よ
り
も
短
い
周
期
の
小
刻
承
な
揺
れ
で
あ
る
。
よ
り

長
周
期
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
揺
れ
に
対
し
て
は
、
周
期
が
長
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
振
り
子
の
感
度
が
下
が

り
、
動
き
は
急
速
に
地
面
の
動
き
に
近
づ
い
て
、
最
後
に
は
一
緒
の
動
き
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
振
り
子
の

た
墓
石
や
石
碑
の
転
倒
方
向
を
示
す
。
断
層
は
主
に
北
西
ｌ
南
東
方
向
に
向
き
、
そ
の
方
向
に
沿
っ
て
横
に

ず
れ
動
い
て
い
る
の
に
、
墓
石
や
石
碑
の
転
倒
方
向
は
、
断
層
の
動
き
と
直
交
す
る
北
東
ｌ
南
西
方
向
に
向

い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
の
兵
庫
県
南
部
地
震
で
も
承
ら
れ
た
。
神
戸
で
は
、
地

さ
ん
ろ
く

震
を
起
こ
し
た
断
層
が
｛
ハ
甲
山
の
山
麓
に
沿
う
地
下
で
ほ
ぼ
西
か
ら
東
に
向
か
っ
て
走
り
、
そ
れ
に
沿
っ
て

主
に
横
ず
れ
が
起
き
た
の
が
、
地
震
の
震
源
の
正
体
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
震

に
よ
る
揺
れ
は
そ
れ
と
直
交
す
る
方
向
、
つ
ま
り
南
北
方
向
に
強
か
っ
た
。
こ
の
と
き
は
墓
石
や
建
物
の
転

倒
状
況
だ
け
で
な
く
、
地
震
計
に
よ
る
記
録
に
も
は
っ
き
り
と
そ
の
こ
と
が
現
れ
て
い
た
。

地
震
の
揺
れ
は
、
震
源
で
の
断
層
の
動
き
と
同
じ
と
考
え
て
い
る
人
は
多
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
こ

れ
ら
の
現
象
は
説
明
で
き
な
い
。
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
現
象
は
地
震
の
震
源
の
大
切
な
性
質
の
現
れ

で
あ
る
。
昭
和
四
○
（
一
九
六
五
）
年
ご
ろ
に
断
層
モ
デ
ル
の
理
論
が
確
立
す
る
ま
で
、
こ
の
現
象
は
説
明

で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
七
○
年
も
前
に
、
墓
石
は
我
々
の
先
人
に
地
震
の
震
源
を
解
き
明
か
す
ヒ
ン
ト
を
与

え
て
い
た
の
で
あ
る
。
、
日
本
に
お
け
る
お
墓
と
地
震
の
関
係
は
や
は
り
た
だ
ご
と
で
は
な
い
。

地
震
計
の
始
ま
り

お
墓
に
よ
る
揺
れ
の
計
測
に
は
限
度
が
あ
り
、
地
震
の
際
の
地
面
の
動
き
を
正
確
に
測
る
に
は
地
震
計
が
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固
有
周
期
の
二
倍
の
周
期
の
揺
れ
に
は
感
度
は
四
分
の
一
倍
、
、
四
倍
の
周
期
に
は
一
六
分
の
一
倍
と
、
地
面

の
動
き
に
対
す
る
振
り
子
の
感
度
は
、
地
面
の
揺
れ
の
周
期
の
二
乗
に
反
比
例
し
て
下
が
っ
て
ゆ
ぐ
。

固
有
周
期
よ
り
も
短
い
周
期
の
揺
れ
は
そ
の
ま
注
記
録
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
周
期
帯
の
揺
れ
を
ね
ら
っ
た

地
震
計
は
、
地
面
の
動
き
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
変
位
を
測
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
変
位
型
地
震
計

と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
固
有
周
期
よ
り
も
長
い
周
期
の
揺
れ
に
対
し
て
は
周
期
の
二
乗
に
反
比
例
し

・
て
変
位
を
描
く
感
度
が
下
が
る
。
変
位
の
時
間
的
な
変
化
が
速
度
、
速
度
の
時
間
的
な
変
化
が
加
速
度
で
あ

る
。
変
位
が
周
期
の
二
乗
に
反
比
例
す
る
性
質
を
利
用
す
る
と
、
加
速
度
に
相
当
す
る
量
を
測
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
よ
う
な
地
震
計
を
加
速
度
型
地
震
計
と
呼
ぶ
。
つ
ま
り
同
じ
地
震
計
で
も
へ
固
有
周
期
よ
り
十

分
短
い
周
期
成
分
を
測
れ
ば
変
位
型
、
十
分
長
い
周
期
成
分
を
測
れ
ば
加
速
度
型
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
の
地
震
計
で
す
べ
て
の
揺
れ
の
成
分
を
測
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
地
震
計
は
通
常
、
揺
れ

の
あ
る
成
分
に
ね
ら
い
を
定
め
、
地
面
の
変
位
を
忠
実
に
測
る
場
合
に
は
、
振
り
子
の
固
有
周
期
を
で
き
る

‐
淀
け
長
く
す
る
。
逆
に
加
速
度
を
測
る
た
め
に
は
固
有
周
期
を
で
き
る
だ
け
短
く
し
て
、
測
れ
る
揺
れ
の
周

期
範
囲
を
広
げ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
揺
れ
の
成
分
の
な
か
に
固
有
周
期
と
同
じ
周
期
の
成
分
が
含
ま
れ
て
い
る
と
、
振
り
子
は
そ
の
成

分
に
対
し
て
よ
り
敏
感
に
反
応
す
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
を
共
振
と
呼
ぶ
。
共
振
が
起
こ
る
と
揺
れ
の
成
分

ｅ
よ
う
し
ん

の
う
ち
固
有
周
期
と
同
じ
成
分
が
何
倍
に
も
な
っ
て
選
択
的
に
選
ば
れ
、
ほ
か
の
成
分
が
記
録
で
き
な
く
な

I

１
１

第二章 地鍵を探る

る
。
こ
の
よ
う
に
な
る
と
地
震
計
と
し
て
は
あ
ま
り
適
切
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
共
振
の
効
果
を
緩
和
す
る

た
め
に
、
振
り
子
の
揺
れ
を
抑
え
る
減
衰
装
置
を
地
震
計
に
施
す
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
第
四
章
で
述
べ
る

よ
う
に
建
物
に
も
固
有
周
期
が
あ
り
、
固
有
周
期
と
同
じ
周
期
の
揺
れ
に
対
し
て
は
共
振
し
て
建
物
が
大
き

く
揺
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
共
振
を
防
ぐ
こ
と
は
耐
震
設
計
に
お
い
て
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

き
か
だ
ち

地
震
計
に
実
際
用
い
る
振
り
子
は
、
水
平
方
向
の
揺
れ
に
対
し
て
は
、
水
平
振
り
子
や
逆
立
振
り
子
な
ど

特
殊
な
振
り
子
を
用
い
、
二
成
分
に
分
け
て
揺
れ
を
記
録
す
る
。
ま
た
上
下
方
向
の
揺
れ
に
対
し
て
は
、
錘

を
バ
ネ
で
吊
り
下
げ
た
振
り
子
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
記
録
方
式
は
、
ド
ラ
ム
に
記
録
紙
を
巻
き
つ
け
て
、

ド
ラ
ム
を
回
転
さ
せ
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
錘
に
付
け
た
ペ
ン
で
記
録
す
る
方
式
が
一
般
的
で
あ
る
。

揺
れ
の
大
き
さ
を
拡
大
し
、
小
さ
な
揺
れ
ま
で
記
録
す
る
た
め
に
は
、
錘
の
動
き
を
て
こ
を
用
い
て
拡
大

し
て
ペ
ン
先
ま
で
伝
え
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
記
録
紙
に
は
一
様
に
膳
を
塗
り
つ
け
、
そ
れ
を
麦
わ
ら

な
ど
で
き
る
だ
け
軽
く
て
先
の
細
い
ペ
ン
で
引
っ
掻
い
て
記
録
す
る
。
こ
の
よ
う
に
す
る
と
、
細
く
て
鮮
明

な
線
で
揺
れ
を
記
録
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
ペ
ン
先
が
軽
い
た
め
に
て
こ
に
よ
る
拡
大
率
を
大
き
く
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

Ｂ
し
よ
う

揺
れ
の
記
録
は
地
震
記
象
と
呼
ば
れ
、
記
録
紙
は
記
象
紙
と
呼
ば
れ
る
。
地
震
計
に
は
一
般
に
ク
ロ
ノ
メ

ー
タ
ー
と
い
わ
れ
る
時
刻
の
信
号
を
発
す
る
器
械
を
装
着
し
、
揺
れ
を
記
録
す
る
と
同
時
に
、
記
象
紙
に
は

一
分
ご
と
に
時
刻
を
刻
む
信
号
が
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
記
録
が
終
わ
る
と
記
象
紙
を
ド
ラ
ム
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I

第二軍地震を探る

か
ら
外
し
、
煤
が
乱
さ
れ
な
い
よ
う
に
ニ
ス
を
塗
っ
て
定
着
さ
せ
る
。
古
い
地
醍
の
記
象
紙
が
黒
い
の
は
こ

の
煤
の
せ
い
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
記
録
方
式
を
も
つ
地
腱
計
を
一
般
に
機
械
式
地
震
計
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
振
り
子

の
先
に
コ
イ
ル
を
巻
い
て
、
磁
石
の
間
を
動
か
し
電
磁
誘
導
に
よ
っ
て
生
じ
た
電
流
で
揺
れ
を
記
録
す
る
方

式
を
取
る
地
震
計
患
電
磁
式
地
震
計
と
い
う
。
最
近
用
い
ら
れ
て
い
る
地
震
計
は
す
べ
て
こ
の
種
類
の
地
震

計
で
あ
る
が
、
古
い
型
の
地
震
計
の
多
く
は
機
械
式
地
震
計
で
あ
っ
た
。

日
本
で
地
震
計
に
よ
る
観
測
が
始
め
ら
れ
た
の
は
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
に
東
京
気
象
台
に
パ
ル
ミ
エ

リ
式
地
震
計
が
設
置
さ
れ
た
の
が
は
じ
め
て
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
本
格
的
な
地
震
計
が
登
場
し
、
全
国

各
地
の
測
候
所
に
配
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
二
○
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
中
心

と
な
っ
た
最
初
の
標
準
地
溪
計
が
、
グ
レ
イ
・
ミ
ル
ン
・
ユ
ー
イ
ン
グ
（
Ｇ
Ｍ
Ｅ
）
式
地
溌
計
で
あ
る
。
お

雇
い
外
国
人
の
総
力
で
で
き
た
よ
う
な
名
前
を
も
つ
こ
の
地
溌
計
は
、
普
通
地
震
計
と
も
呼
ば
れ
、
大
正
時

代
の
初
期
ま
で
に
全
国
で
五
○
地
点
近
く
の
測
候
所
に
設
置
さ
れ
た
。

倍
率
は
通
常
五
～
一
○
倍
で
振
り
子
の
固
有
周
期
は
三
秒
程
度
で
あ
る
。
ト
リ
ガ
ー
式
で
、
揺
れ
が
始
ま

る
と
ス
ト
ッ
パ
ー
が
は
ず
れ
、
記
象
紙
を
巻
い
た
ド
ラ
ム
が
回
転
し
、
揺
れ
を
記
録
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
通
常
水
平
二
、
上
下
一
の
三
成
分
よ
り
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
に
登
場
す
る
変
位
型
地
震
計
の
原
型
を

な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
濯
計
に
よ
っ
て
観
測
さ
れ
た
有
名
な
記
録
と
し
て
は
、
明
治
二
四
年
の
濃
尾
地

震
を
岐
阜
や
名
古
屋
で
観
測
し
た
も
の
や
、
明
治
二
七
年
の
明
治
東
京
地
溌
の
記
録
を
東
京
で
観
測
し
た
も

の
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
は
、
地
震
の
震
源
に
つ
い
て
の
理
解
が
進
ん
だ
一
○
○
年
後
に
な
っ
て
、

よ
う
や
く
そ
れ
ぞ
れ
の
地
震
の
震
源
で
断
層
が
ど
の
よ
う
に
動
い
た
か
を
知
る
こ
と
に
役
立
っ
た
。
地
震
の

記
録
の
価
値
は
永
遠
に
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。

Ｇ
Ｍ
Ｅ
普
通
地
震
計
以
前
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
地
震
計
が
考
案
さ
れ
て
い
た
が
、
全
国
的
に
広
が

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
大
正
一
二
（
一
九
一
三
）
年
の
関
東
地
溌
の
際
に
、
東
大
本
郷
で
振

り
切
れ
る
こ
と
な
く
揺
れ
を
記
録
し
た
ユ
ー
イ
ン
グ
円
盤
記
録
式
地
霞
計
は
有
名
で
あ
る
。
こ
の
地
霞
計
は

名
前
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ド
ラ
ム
で
は
な
く
円
盤
上
に
揺
れ
を
記
録
す
る
方
式
の
地
震
計
で
あ
っ
た
。
関

東
地
震
当
時
に
は
す
で
に
参
考
資
料
と
し
て
東
大
の
地
震
学
教
室
に
お
い
て
あ
っ
た
も
の
が
た
ま
た
ま
貴
重

な
記
録
を
残
し
た
の
で
あ
る
。
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不
断
観
測
と
初
期
微
動

Ｇ
Ｍ
Ｅ
普
通
地
震
計
を
は
じ
め
、
こ
れ
ら
黎
明
期
の
地
震
計
の
問
題
は
、
揺
れ
を
検
知
し
て
か
ら
ド
ラ
ム

が
回
り
始
め
る
た
め
に
、
揺
れ
始
め
（
初
動
）
が
計
測
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
遠
く
で
発

生
し
た
大
地
震
な
ど
の
よ
う
に
人
体
に
も
感
じ
な
い
揺
れ
の
場
合
に
は
、
ド
ラ
ム
が
回
ら
ず
結
局
は
記
録
で

き
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
解
決
し
、
地
震
学
の
新
た
な
時
代
を
切
り
開
い
た
の

、

一

、

68
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第二章地震を探る

多
い
が
、
震
源
か
ら
少
し
離
れ
れ
ば
、
大
地
震
の
揺
れ
を
確
実
に
記
録
し
た
。
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年

の
関
東
地
震
の
記
録
を
振
り
切
れ
ず
に
観
測
し
た
今
村
式
強
震
計
も
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
に
よ

っ
て
関
東
地
震
の
震
源
の
規
模
を
示
す
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
が
再
決
定
で
き
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で

あ
る
。
ま
た
こ
の
変
位
型
地
震
計
に
よ
る
観
測
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
の
ち
の
気
象
庁
の
観
測
網
に
発
展
す
る
。

現
在
、
地
震
が
発
生
す
る
と
震
源
位
置
や
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
が
気
象
庁
か
ら
発
表
さ
れ
る
が
、
そ
の
基
と
な

る
デ
ー
タ
を
観
測
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
不
断
観
測
に
よ
っ
て
実
現
し
た
地
震
の
初
期
微
動
を
完
全
に
と
ら
え
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て

は
、
大
森
房
吉
に
よ
る
不
断
観
測
（
今
日
流
に
い
え
ば
常
時
観
測
ま
た
は
連
続
観
測
）
を
可
能
に
す
る
地
震
計

の
開
発
で
あ
っ
た
。
明
治
三
○
年
代
初
頭
の
こ
と
で
あ
る
。

不
断
観
測
を
す
る
に
は
、
記
象
紙
を
巻
い
た
ド
ラ
ム
を
ゆ
っ
く
り
と
、
し
か
も
低
速
度
で
長
時
間
回
し
続

け
る
必
要
が
あ
る
。
電
気
が
常
に
使
え
、
高
性
能
の
モ
ー
タ
ー
が
あ
る
今
日
で
は
容
易
な
こ
と
で
も
、
ぜ
ん

ま
い
に
よ
る
ね
じ
巻
き
を
動
力
に
そ
の
よ
う
な
性
能
を
実
現
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

大
森
は
こ
の
問
題
を
克
服
し
、
さ
ら
に
地
震
計
の
倍
率
を
二
一
○
倍
ま
で
引
き
上
げ
て
、
固
有
周
期
を
一
分
ま

で
延
ば
し
た
地
震
計
を
実
現
さ
せ
た
。
大
森
式
の
地
動
計
と
呼
ば
れ
る
地
震
計
の
登
場
で
あ
る
。
固
有
周
期

を
延
ば
せ
た
結
果
、
長
周
期
の
地
震
波
が
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
倍
率
を
上
げ
る
こ
と
で
、
今
ま
で

不
可
能
で
あ
っ
た
遠
く
で
起
こ
る
地
震
の
揺
れ
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

大
森
式
の
地
動
計
は
そ
の
後
開
発
さ
れ
た
不
断
観
測
が
で
き
る
変
位
型
地
震
計
の
先
駆
け
と
な
り
、
さ
ら

に
倍
率
を
高
め
た
大
森
式
微
動
計
（
図
７
）
、
専
門
家
が
い
な
い
測
候
所
で
も
使
え
る
よ
う
に
固
有
周
期
を

五
秒
程
度
に
下
げ
取
り
扱
い
を
簡
単
に
し
た
簡
単
微
動
計
、
倍
率
を
低
く
し
近
く
の
大
地
震
で
も
で
き
る
だ

け
針
が
振
り
切
れ
な
い
よ
う
に
し
た
変
位
型
強
震
計
な
ど
が
生
承
出
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
全
国
の
測
候
所
に

配
備
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
大
正
期
に
ば
世
界
で
も
類
を
見
な
い
不
断
観
測
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
日
本
列
島
に

実
現
し
た
。

大
地
震
の
震
源
の
近
く
で
は
揺
れ
幅
が
大
き
く
、
強
震
計
で
も
変
位
型
で
あ
る
た
め
振
り
切
れ
る
場
合
が

’
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図7国立天文台水沢観測所（旧

緯度観測所）に展示されている大

森式微動計（平成12年6月武村雅

之撮影)。外観は大森式地動計と
よく似ている
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ざ

一
れ
球
祉
嘩
塞
痙
郡
湖
喝
井
森
は
、
当
初
か
ら
初
期
微
動
の
長
さ
が
震
源
距
離
と
と
も
に
長
く
な
る
こ
と
に
注

目
し
、
そ
の
関
係
を
地
震
計
の
観
測
記
録
を
も
と
に
何
度
も
何
度
も
修
正
し
て
正
確
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
。

・
・
『

大
森
が
最
終
的
に
結
論
を
出
し
た
の
は
、
不
断
観
測
に
よ
る
観
測
記
録
が
蓄
積
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
大
正

・
一

七
（
一
九
一
八
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。
今
日
我
々
が
大
森
公
式
と
呼
ぶ
関
係
が
そ
れ
で
、
Ｘ
を
震
源
距
離

、
■
・
《

ｑ
一

（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
、
ｔ
を
初
期
微
動
継
続
時
間
（
秒
）
と
す
れ
ば
、
嵐
Ⅱ
『
●
も
×
庁
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
今

村
は
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
地
震
に
遭
遇
す
る
と
秒
数
を
数
え
な
が
ら
初
期
微
動
の
長
さ
を
体
感
で
計
測
し
、

‐
一
一
●

こ
の
式
か
ら
震
源
距
離
を
予
測
し
即
座
に
震
源
の
位
置
を
想
像
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
関
東
地
震
の
折
に

も
、
東
大
本
郷
の
地
震
学
教
室
の
自
席
で
神
経
を
集
中
さ
せ
て
初
期
微
動
の
秒
数
を
数
え
て
い
た
こ
と
は
、

先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

０
亘
一

一
ま
た
、
揺
れ
始
め
の
震
動
が
震
源
の
方
向
を
向
く
こ
と
も
あ
る
程
度
わ
か
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
式
を
用

口
辛
一一

鐸
い
て
初
期
微
動
継
続
時
間
か
ら
震
源
距
離
が
わ
か
れ
ば
、
一
地
点
の
観
測
で
も
震
源
の
位
置
を
割
り
出
す
こ

》
誌
脈
罷
糾
燗
蝋
蝋
繊
溌
雛
騨
洲
噸
瀕
鰡
蝦
雛
睡
鰊
鶴
羅
筏
踊
肘

》
ロ
。
一
一

ｆ
一

》
の
だ
か
ら
、
ま
さ
に
隔
世
の
感
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

一
一
”

且
一

前
述
の
式
は
、
震
源
距
離
Ｘ
が
一
○
○
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
で
、
初
期
微
動
継
続
時
間
ｔ
が
二
一
○
秒

二
Ｊ
一
一

ｩ空=一ダｰﾏE←-一

一 一一

β

,

!．
●

･I

考
え
て
ふ
よ
う
。
地
震
の
揺
れ
が
、
ま
ず
ガ
タ
ガ
タ
ガ
タ
と
い
う
小
さ
な
揺
れ
で
始
ま
り
、
ユ
サ
ュ
サ
ュ
サ

と
い
う
主
要
動
に
移
る
こ
と
は
誰
し
も
体
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ガ
タ
ガ
タ
ガ
タ
が
初
期
微
動
と
い
わ

れ
る
部
分
で
あ
る
。
地
震
の
揺
れ
を
運
ぶ
地
鰹
波
に
は
、
Ｐ
波
と
Ｓ
波
の
二
種
類
の
波
が
あ
り
、
Ｐ
波
は
波

の
進
行
方
向
に
振
動
す
る
縦
波
で
速
度
が
速
く
、
Ｓ
波
は
進
行
方
向
と
直
交
す
る
方
向
に
振
動
す
る
横
波
で

速
度
が
遅
い
。
主
要
動
を
形
成
す
る
の
は
Ｓ
波
で
あ
り
、
速
度
の
速
い
Ｐ
波
が
そ
れ
よ
り
前
に
到
達
し
て
初

期
微
動
を
形
成
す
る
と
い
う
の
は
、
今
日
で
は
中
学
校
の
理
科
の
教
科
書
に
も
書
か
れ
て
い
る
。

Ｐ
波
の
Ｐ
は
圃
国
自
画
ｑ
で
最
初
、
Ｓ
波
の
Ｓ
は
の
の
８
８
胃
『
で
二
番
目
と
い
う
語
の
頭
文
字
で
あ
る
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
明
治
か
ら
大
正
期
に
は
、
世
界
的
に
見
て
も
ま
だ
地
震
波
の
種
類
や
そ
の
伝
播

だ
ん
せ
い
た
い

に
つ
い
て
の
十
分
な
理
解
が
す
す
ん
で
い
な
か
っ
た
。
一
九
世
紀
前
半
に
は
す
で
に
、
弾
性
体
を
伝
わ
る
波

に
縦
波
と
横
波
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
蕊
理
論
的
に
予
想
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
波
の
存
在
を
実
証

し
、
そ
の
速
度
を
求
め
る
と
い
う
よ
う
な
実
験
的
な
研
究
は
、
日
本
で
地
震
計
が
で
き
て
は
じ
め
て
可
能
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
・

今
村
明
恒
の
『
地
震
学
』
（
明
治
三
八
年
）
を
読
む
と
、
初
期
微
動
は
Ｐ
波
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で

は
あ
る
が
、
主
要
動
が
Ｓ
波
だ
と
い
う
記
述
は
な
い
。
ま
た
二
年
後
に
出
さ
れ
た
大
森
房
吉
の
『
地
震
学
講

話
』
（
明
治
四
○
年
）
で
は
、
さ
ら
に
そ
の
点
の
記
述
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
が
、
関
東
大
震
災

後
、
大
森
や
今
村
が
す
す
め
た
地
震
学
が
、
観
測
や
統
計
に
偏
り
、
物
理
学
的
解
釈
が
甘
か
っ
た
と
批
判
さ

１
０
０
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０
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口
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１
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ｂ
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■
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■
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１
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■
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０
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■
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■
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■
■
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■
１
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〃
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国
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■
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日
Ｄ
Ｂ
皿
９
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地淫を探る第二章

強
震
観
測
網
へ
の
発
展

地
震
が
発
生
す
る
と
、
震
源
の
近
傍
で
は
強
い
揺
れ
に
よ
っ
て
建
物
が
壊
れ
る
な
ど
の
被
害
が
出
る
が
、

そ
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
ま
ず
強
い
揺
れ
の
性
質
を
つ
か
む
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
た
め
に

は
、
変
位
型
地
震
計
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
限
界
が
あ
る
。
そ
の
様
子
を
大
正
一
二
（
一
九
一
三
）
年
の
関

東
地
震
の
際
の
東
京
大
手
町
に
あ
る
中
央
気
象
台
に
承
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
、
中
央
気
象
台
の
地
震
掛

な
か
む
ら
さ
え
も
ん
た
ろ
う

で
後
に
東
北
大
学
の
教
授
と
な
る
中
村
左
衛
門
太
郎
（
一
八
九
一
～
一
九
七
四
）
は
『
気
象
集
誌
』
に
次
の

よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
。

「
一
、
地
震
計
の
破
損
地
震
計
の
破
損
は
少
し
く
大
き
い
地
震
に
対
し
て
は
止
む
を
得
な
い
と
し
て
当
分

お
い

覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
回
の
地
震
に
於
て
強
震
計
す
ら
破
損
し
普
通
地
震
計
も
大
森
式
微
動
計

ま
ま
ば
か
り

も
支
点
が
外
れ
て
破
壊
さ
れ
ま
し
た
。
簡
単
微
動
計
は
そ
の
儘
十
度
許
回
転
し
ま
し
た
。

二
、
地
震
計
修
繕
と
観
測
続
行
私
の
取
り
ま
し
た
第
一
は
肉
体
観
測
を
続
行
せ
し
む
る
事
で
し
た
。
こ

が
ち

れ
は
当
然
な
事
で
す
が
大
地
震
の
際
身
の
危
険
を
避
く
る
に
急
の
場
合
に
は
こ
れ
が
最
も
閑
却
さ
れ
勝
で
す
。

ま

ク
ロ
ノ
メ
ー
タ
ー
を
戸
外
に
運
ん
で
先
ず
安
全
地
帯
に
あ
っ
て
観
測
続
行
を
企
て
ま
し
た
。
そ
う
し
た
上
に

か
か
も
つ

第
一
に
強
震
計
の
修
理
に
取
り
掛
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
幸
い
に
直
ち
に
代
用
品
を
以
て
取
付
を
終
わ
り
ま
し

ば
か
り
ま
ま

た
か
ら
簡
単
微
動
計
を
修
理
し
ま
し
た
が
こ
れ
は
十
度
許
回
転
し
た
儘
に
し
て
取
付
け
ま
し
た
。
こ
れ
は

し
か然

し
そ
の
夕
刻
ま
で
は
地
震
が
強
く
て
成
功
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

三
、
普
通
地
震
計
観
測
の
中
止
こ
れ
は
今
回
の
大
地
震
に
あ
た
っ
て
臨
機
の
処
置
と
し
て
当
然
の
事
と

お
い
・

思
い
ま
す
。
こ
の
器
械
の
無
能
は
こ
の
度
の
大
地
震
に
於
て
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
ま
し
た
。
第
一
そ
の
観
測

は
少
な
く
と
も
毎
時
間
十
枚
以
上
の
用
紙
が
必
要
で
す
。
若
し
こ
の
様
な
器
械
を
働
か
し
て
膝
っ
た
ら
ぱ
観

も

測
は
一
日
と
は
続
行
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
神
戸
か
ら
の
救
援
が
く
る
ま
で
の
間
の
数
日
は
全
く
こ
の

用
紙
ニ
ス
の
欠
乏
の
承
に
苦
し
承
叢
し
た
。
・
・
…
・
」
（
中
村
左
衛
門
太
郎
箸
「
大
地
震
の
観
測
」
大
正
一
二
年
）

以
内
で
適
用
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
遠
い
距
離
に
あ
る
震
源
に
も
同
様
の
経
験
式
が
導
き

出
さ
れ
、
大
森
や
今
村
は
、
世
界
の
ど
こ
で
い
つ
大
地
震
が
発
生
し
て
も
《
不
断
観
測
に
よ
る
地
震
記
象
か

ら
震
源
位
置
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
極
東
の
発
展
途
上
国
で
あ
っ
た
日
本
が
世

界
の
地
震
学
を
リ
ー
ド
で
き
た
大
き
な
要
因
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
釜
凡
性
著

『
明
治
・
大
正
の
日
本
の
地
震
学
１
１
ロ
ー
カ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
を
超
え
て
』
）
。

な
お
、
今
日
で
は
震
源
決
定
を
す
る
場
合
、
多
数
の
観
測
点
で
得
ら
れ
た
Ｐ
波
初
動
の
到
達
時
刻
を
用
い

る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
は
地
震
観
測
に
使
わ
れ
て
い
た
時
計
の
精
度
が
悪
く
、
時

刻
を
校
正
す
る
た
め
の
絶
対
時
刻
を
伝
え
る
体
制
も
十
分
整
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
観
測
点
間
の
時

刻
の
同
時
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
絶
対
時
刻
に
左
右
さ
れ
な
い
初
期

微
動
継
続
時
間
を
用
い
た
震
源
決
定
法
が
も
っ
と
も
有
効
な
方
法
で
あ
っ
た
。

、

一
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第二章 地麗を探る

が
手
が
け
た
。
昭
和
五
（
一
九
三
○
）
年
末
に
完
成
し
、
翌
年
発
生
上
先
西
埼
玉
地
震
（
Ｍ
六
・
九
）
の
揺

れ
を
本
郷
で
観
測
し
た
の
が
最
初
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
年
に
米
国
土
木
学
会
の
招
き
で
米
国
を
訪
れ
た

す
え
ひ
ろ
Ｂ
よ
う
じ

東
大
地
震
研
究
所
初
代
所
長
の
末
広
恭
二
（
一
八
七
七
～
一
九
三
二
）
は
、
冒
侭
甘
閻
甘
頤
の
四
目
〕
。
］
・
飼
已

と
題
し
た
講
演
を
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
、
カ
リ
フ
オ
ル
ニ
ア
エ
科
大
学
、
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ッ
エ
科
大
学
な
ど
米
国
の
一
流
大
学
で
行
い
、
地
醍
工
学
上
特
に
加
速
度
の
実
測
値
が
必
要
で
、

大
地
震
の
と
き
に
は
普
通
の
地
震
計
は
使
え
な
い
の
で
、
加
速
度
型
強
震
計
が
設
置
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ

と
を
強
調
し
た
。

こ
の
勧
告
を
受
け
て
米
国
で
は
加
速
度
型
強
震
計
を
開
発
し
、
カ
リ
フ
ォ
ル
．
ニ
ア
沿
岸
数
十
箇
所
に
強
震

計
を
設
置
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
昭
和
八
年
に
は
、
ロ
ン
グ
ピ
ー
チ
地
震
の
強
震
計
記
録
を
取
る
こ
と
に
成

功
し
た
。
動
き
が
遅
か
っ
た
日
本
は
、
そ
の
後
日
中
戦
争
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
を
経
て
、
強
震
観
測
網
の

設
置
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
戦
後
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
の
末
広
の
講
演
の
題
名
が
「
地
震
工

学
」
と
い
う
熟
語
の
始
ま
り
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

日
本
で
の
加
速
度
型
強
震
計
の
観
測
が
本
格
化
す
る
の
は
、
昭
和
二
八
年
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
二
年
前
の

昭
和
一
天
年
に
標
準
地
震
計
試
作
委
員
会
（
陣
目
凋
冨
呂
目
胃
邑
閏
。
日
の
目
９
日
目
時
の
）
が
設
立
さ
れ
、

石
本
巳
四
雄
に
よ
る
機
械
式
加
速
度
計
を
基
本
に
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｃ
型
強
震
計
が
開
発
さ
れ
た
。
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｃ
型
強
震

計
は
設
置
さ
れ
て
い
る
構
造
物
が
破
壊
し
て
も
耐
え
ら
れ
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
設
計
が
な
さ
れ
、
昭
和
三

本
震
で
す
べ
て
の
地
震
計
が
壊
れ
、
引
き
続
く
余
鰹
の
な
か
で
そ
れ
ら
を
修
理
し
な
が
ら
観
測
を
続
け
た

様
子
が
よ
く
わ
か
る
。
普
通
地
震
計
は
Ｇ
Ｍ
Ｅ
普
通
地
震
計
で
、
揺
れ
で
ト
リ
ガ
ー
が
掛
か
る
た
び
に
新
し
７６

い
用
紙
に
交
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
事
実
上
観
測
が
で
き
な
か
っ
た
様
子
が
雷
か
れ
て
い
る
。
ま
た
強
震

計
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
変
位
型
強
麓
計
で
あ
る
が
、
変
位
型
で
は
本
当
の
意
味
で
の
強
震
計
に
は
な
り
得

な
い
こ
と
も
わ
か
る
。
震
源
近
傍
で
揺
れ
の
変
位
が
ど
の
程
度
に
な
る
か
は
、
ど
の
程
度
の
周
期
の
地
震
波

を
対
象
に
す
る
か
に
よ
る
が
、
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
に
発
生
し
た
兵
庫
県
南
部
地
震
の
震
源
直
上
に
位

置
す
る
畿
哉
で
観
測
さ
れ
た
記
録
を
見
る
と
、
周
期
三
秒
程
度
の
波
で
も
変
位
は
五
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に

達
し
て
い
る
。
ま
た
関
東
地
震
の
東
京
の
場
合
も
周
期
一
○
秒
余
り
で
五
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
達

し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
周
期
が
長
い
地
震
波
を
対
象
に
す
れ
ば
、
変
位
は
よ
り
大
き
く
な
る
。
し
た

が
っ
て
地
震
波
の
変
位
を
計
測
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
倍
率
を
一
○
分
の
一
以
下
に
で
も
し
な
い
限
り
針
が
振

り
切
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
も
う
一
つ
の
地
震
計
の
タ
イ
プ
で
あ
る
加
速
度
計
で
強
い
揺
れ
を
観
測
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
。

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
先
に
説
明
し
た
よ
う
に
加
速
度
計
は
、
周
期
が
長
く
な
る
と
変
位
に
対
す
る

感
度
が
悪
く
な
り
、
周
期
と
と
も
に
変
位
が
大
き
く
な
る
と
い
う
地
震
波
の
性
質
を
う
ち
消
し
て
、
震
源
近

傍
の
強
い
揺
れ
に
対
し
て
も
振
り
切
れ
る
こ
と
な
く
地
面
の
動
き
を
記
録
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

加
速
度
計
の
開
発
は
東
大
地
震
研
究
所
の
二
代
目
所
長
と
な
る
石
本
巳
四
雄
（
一
八
九
三
ふ
一
九
四
○
）

い
し
も
と
熟
し
お

ｰ

～

、

一

…
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第二章
ｳ

p

O地震を探る

震
度
観
測
点
の
役
割
は
地
震
時
に
い
ち
早
く
地
域
の
震
度
を
把
握
す
る
こ
と
に
あ
る
。
観
測
点
の
数
を
ど

の
く
ら
い
に
す
れ
ば
そ
の
役
割
が
果
た
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
『
関
東
大
震
災
１
１
大
東
京
圏
の
揺
れ
を

知
る
』
（
平
成
一
五
年
）
で
、
大
正
一
二
（
一
九
三
一
）
年
に
発
生
し
た
関
東
大
震
災
の
震
度
分
布
を
発
表
し

た
。
図
１
（
一
○
ペ
ー
ジ
）
は
そ
れ
を
も
と
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
地
鰹
発
生
当
時
は
震
度

計
な
ど
な
い
時
代
な
の
で
、
当
時
の
市
町
村
ご
と
に
集
計
さ
れ
た
木
造
住
家
の
全
潰
率
か
ら
震
度
を
推
定
し

た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
震
度
は
地
盤
の
違
い
と
驚
く
ほ
ど
に
相
関
し
、
隣
接
す
る
当
時
の
市
町
村
で
も

し
て
、
一
般
国
民
の
立
場
か
ら
は
、
地
腱
防
災
上
の
役
割
が
期
待
さ
れ
る
。

強
震
観
測
点
の
う
ち
、
観
測
し
た
揺
れ
の
記
録
か
ら
計
測
震
度
を
計
算
し
て
利
用
し
て
い
る
観
測
点
を
、

震
度
観
測
点
と
呼
ぶ
。
平
成
一
九
（
二
○
○
七
）
年
三
月
現
在
、
震
度
観
測
点
と
し
て
全
国
で
約
四
二
○
○

カ
所
の
強
震
観
測
点
が
稼
動
し
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
、
た
と
え
ば
震
度
５
強
が
観
測
さ
れ
れ
ば
、
自
治
体

が
職
員
を
招
集
す
る
な
ど
、
地
震
時
の
初
動
体
制
構
築
の
判
断
に
使
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
最
近
そ
の
う
ち
の
地
方
自
治
体
が
管
理
す
る
震
度
観
測
点
に
異
変
が
起
き
つ
つ
あ
る
。
そ
れ

ら
の
観
測
点
は
、
も
と
も
と
自
治
省
（
現
在
は
総
務
省
）
の
指
導
の
も
と
、
平
成
八
年
に
震
度
の
観
測
が
体

感
か
ら
計
測
震
度
に
変
更
さ
れ
る
に
と
も
な
っ
て
、
市
町
村
に
最
低
一
つ
と
い
う
基
準
で
設
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
逆
手
に
取
っ
て
、
最
近
の
市
町
村
合
併
に
よ
っ
て
そ
の
数
が
減
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
強
震
観
測
点
の
数
が
増
え
る
と
、
こ
ん
な
に
観
測
点
を
増
や
し
て
何
に
使
う
の
か
と
い
う
疑
問

も
湧
い
て
く
る
。
地
震
の
震
源
や
地
麓
波
の
伝
播
に
関
す
る
研
究
な
ど
、
学
術
的
な
利
用
は
当
然
の
こ
と
と

■

七
年
ま
で
の
一
○
年
間
で
八
四
台
、
昭
和
六
○
年
代
ま
で
に
一
五
○
○
台
以
上
が
官
民
あ
げ
て
全
国
に
設
置

さ
れ
た
。

８７

そ
の
間
昭
和
五
○
年
代
前
半
に
は
世
界
に
先
駆
け
て
、
電
磁
式
強
震
計
に
よ
る
ア
レ
ー
（
群
列
）
観
測
が

民
間
の
電
力
共
通
研
究
で
開
始
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
強
震
観
測
の
特
徴
は
、
官
民
の
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
が
、

科
学
技
術
庁
国
立
防
災
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
（
現
在
は
独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
）
に
設
置
さ
れ

た
強
震
観
測
事
業
推
進
連
絡
会
議
の
下
で
観
測
を
実
施
し
て
き
た
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
日
本
に
お
け
る
強
震
観
測
網
を
大
き
く
変
え
る
き
っ
か
け
も
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
の
兵

庫
県
南
部
地
震
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
震
度
情
報
が
迅
速
に
出
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
主
な
反
省
点
と
し
て
、

気
象
庁
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
省
庄
や
研
究
機
関
が
、
強
震
観
測
点
や
震
度
観
測
点
を
増
強
し
、
よ
り
地
域

に
密
着
し
た
揺
れ
の
情
報
を
出
す
こ
と
を
目
的
に
観
測
網
を
整
備
し
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
日
本
に
お
け
る

強
震
観
測
点
の
数
は
優
に
五
○
○
○
を
超
え
て
、
世
界
一
高
密
度
の
観
測
体
制
が
整
え
ら
れ
る
に
至
っ
て
い

る
。

新
た
な
問
題

Ｉ
■
■
■
■
０
１
■
■
■
■
■
■
■
■
■
０
Ⅱ
■
■
■
Ｕ
■
■
■
１
１
１
１
８
■
△
且
■
Ｕ
２
■
■
日
Ｕ
Ⅱ
５
０
■
■
日
田
■
■
■
Ｄ
０
Ｋ
１
８
Ⅱ
，

－〆

、

９
０
０
０
日
１
日
Ｊ
Ⅱ
１
Ｊ
Ⅱ
Ｈ
１
旧
口
０
０
叩
‐
，
。
■
日
日
６
旧
１
Ⅱ
Ｕ
１
１
１
１
８
１
判
０
冊
咽
Ｕ
Ｋ
ｌ
川
召
扣
知
泗
佃
Ⅱ
，
氾
勺
川
Ｉ
Ⅲ
０
０
心
４
０
椚
卿
㈹
心
旧
６
口
■
ザ
５
Ａ
け
竹
勺
尹
弧
〃
－
９
も
内
川
祁
叩
心
姉
活
８
０
叩

一
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地
震
時
の
揺
れ
を
正
確
に
予
測
で
き
れ
ば
地
震
で
潰
れ
な
い
建
物
を
経
済
的
に
造
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

し
、
地
震
時
の
防
災
対
策
も
立
て
や
す
く
な
る
。
地
震
に
よ
る
強
い
揺
れ
を
〃
強
震
動
″
と
い
う
が
、
強
震

動
を
と
ら
え
て
科
学
的
に
分
析
す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
絡
承
合
っ
た
現
象
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

震
源
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
？
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
地
震
波
が
ど
の
よ
う
な
経
路
を
た
ど

っ
て
我
々
の
い
る
と
こ
ろ
ま
で
到
達
す
る
の
か
？
そ
し
て
最
後
に
、
我
々
の
い
る
場
所
が
ど
の
よ
う
な
地

盤
上
に
あ
る
の
か
？

第
三
章
揺
れ
を
予
測
す
る

１
鯰
の
正
体
Ｉ 、-－

－

、

１
１

一

ー
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麺
鮮
砺
郁
削
司
叫
蜥
Ⅷ
電
州
師
録
が
多
く
残
っ
て
い
る
の
は
江
戸
時
代
以
降
で
あ
る
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、

一
日
本
人
が
考
え
る
地
震
の
原
因
に
は
大
き
く
二
つ
の
要
素
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
中
国
の

茎
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。

一
つ
は
神
罰
の
観
念
で
、
天
子
が
不
徳
で
王
道
に
違
背
す
る
と
き
、
天
の
警
告
で
地
震
が
起
こ
る
と
す
る

考
え
で
あ
る
。
こ
の
た
め
大
地
震
が
起
こ
る
と
、
為
政
者
は
政
治
を
改
め
る
意
味
で
改
元
を
よ
く
行
っ
た
。

か
え
い
あ
ん
せ
い

嘉
永
か
ら
安
政
に
年
号
が
変
わ
っ
た
の
も
嘉
永
七
（
一
八
五
四
）
年
の
東
海
地
震
、
南
海
地
震
の
影
響
が
少

群
・
一
な
か
ら
ず
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
大
地
震
は
収
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
引
き
続
い
て
、
安
政
二

宮
・
・
Ｌ
一
一ま

（
一
八
五
五
）
年
に
は
、
幕
府
の
お
膝
元
で
安
政
江
戸
地
震
が
発
生
し
て
い
る
。

■
｝
一

癖
も
う
一
つ
の
要
責
犠
讓
愚
想
の
影
響
を
受
禦
純
裟
鐸
蓬
ハ
篝
琶
讓

Ｊ
‐
一
一
・
一
△

地
震
記
』
（
作
者
不
詳
）
、
正
徳
五
（
一
七
一
五
）
年
の
『
萬
物
怪
異
静
断
』
（
西
川
如
見
）
、
享
保
一
五
（
一
七

一
一
句
油
田
一

「 ｒ
■
■
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ｂ
Ｐ
６
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８
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１

第三章揺れを予測する

て
ん
け
い
わ
く
も
ん

三
○
）
年
の
『
天
經
或
問
』
（
中
国
明
代
の
書
に
西
川
盃
鱸
癖
訓
点
を
施
す
）
な
ど
の
専
門
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
、
地
中
の
陽
気
（
風
や
火
）
が
外
に
出
る
と
き
、
地
の
上
部
を
厚
く
覆
う
陰
気
を
破
壊
す
る
た
め
、

震
動
が
生
じ
地
震
と
な
る
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
は
同
じ
で
あ
る
。

後
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
今
日
の
地
震
学
で
は
、
地
震
の
原
因
は
地
下
の
岩
盤
が
断
層
破
壊
す
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
際
生
じ
る
地
震
波
が
伝
わ
っ
て
来
て
地
面
を
揺
ら
す
と
い
う
こ
と
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
一
般
人
が
す
べ
て
そ
の
こ
と
を
正
確
に
理
解
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
当
時

も
同
じ
こ
と
で
、
陰
陽
道
の
理
屈
は
庶
民
に
は
難
し
く
、
地
震
の
原
因
は
地
下
で
何
か
と
て
つ
も
な
い
こ
と

が
起
こ
っ
て
い
る
程
度
の
理
解
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
大
鯰
は
そ
れ
を
象
徴
的
に
、
ユ
ー
モ
ア
を

Ｉ

こ
め
て
表
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
西
川
如
見
は
『
萬
物
怪
異
癖
断
』
の
な
か
で
、
「
魚
は
陰
中
（
水
は
陰
）

…

の
陽
物
で
あ
る
の
で
風
に
例
え
て
言
え
る
な
ら
ん
」
と
、
巷
に
あ
る
鯰
の
俗
説
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、

か
な
め
い
し
じ
じ
よ
こ
と
わ
ざ

宝
永
七
（
一
七
一
○
）
年
発
刊
の
『
冠
聯
諏
蹴
燐
』
で
は
、
「
鹿
島
の
要
石
と
い
う
事
兒
女
の
諺
に
し
て
云

腺
高
ど
エ
い

う
に
足
ら
ず
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
い
つ
の
時
代
も
学
者
は
威
張
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

鹿
島
の
要
石
と
は
茨
城
県
の
鹿
島
神
宮
に
あ
る
石
で
、
鹿
島
大
明
神
が
こ
の
石
で
地
下
の
鯰
が
暴
れ
て
地

お
お
む
ら

震
を
起
こ
す
の
を
抑
え
て
い
る
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。
同
様
の
石
は
三
重
県
伊
賀
市
の
大
村
神
社
に
も

あ
り
、
図
８
は
そ
れ
に
ち
な
ん
だ
同
社
の
絵
馬
で
あ
る
。
安
政
二
年
の
安
政
江
戸
地
震
は
、
旧
暦
の
一
○
月

・
か
ん
な
づ
Ｂ

二
日
に
起
こ
っ
た
。
一
○
月
は
神
無
月
と
い
わ
れ
、
全
国
の
神
々
が
出
雲
大
社
に
一
堂
に
会
し
、
地
元
に
神

強
震
動
を
正
確
に
予
測
す
る
に
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
要
素
を
明
ら
か
に
し
て
総
合
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
要
素
は
、
地
霞
の
震
源
を
ど
の
よ
う
に
モ
デ
ル
化
す
る
か
で
あ
る
。
日
本
で
８４

．
な
室
ず

は
古
来
、
鯰
が
地
震
を
起
こ
す
と
い
わ
れ
て
き
た
と
い
う
。
鯰
の
正
体
は
何
か
？
歴
史
を
た
ど
り
な
が
ら
、

現
在
ど
こ
ま
で
鰹
源
の
こ
と
が
わ
か
り
、
モ
デ
ル
化
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
か
を
探
っ
て
桑
よ
う
。
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模
を
評
価
し
よ
う
と
し
て
生
ま
れ
た
の
が
マ
グ
一
三
ノ
ュ
ー
ド
で
あ
る
。

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
、
昭
和
一
○
（
一
九
一
一
芸
）
年
に
米
国
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
。
フ
ラ
ン
シ
ス
・
リ
ヒ
タ
ー

（
一
九
○
○
～
八
五
）
が
考
え
出
し
た
。
リ
ヒ
タ
ー
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
地
震
観
測
を
し
、
震
源
リ
ス
ト
を

作
り
な
が
ら
何
か
物
足
り
な
さ
を
感
じ
た
と
い
う
。
震
源
の
大
き
さ
が
評
価
で
き
な
い
か
。
当
時
、
リ
ヒ
タ

ー
は
ウ
ッ
ド
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
型
地
震
計
と
い
う
地
震
計
を
用
い
た
観
測
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
地
震
計
の

固
有
周
期
は
○
・
八
秒
、
倍
率
ほ
二
八
○
○
倍
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
地
震
計
に
よ
っ
て
観
測
さ
れ
た
記
録
の

最
大
振
幅
値
が
震
源
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
減
る
か
を
も
と
に
、
仮
に
距
離
一
○
○
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
相
当
の
地
点
に
ウ
ッ
ド
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
型
地
震
計
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
ど
の
く
ら
い
の
最
大
振
幅
値

に
な
る
か
で
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
を
定
義
し
た
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
ば
、
最
大
振
幅
値
を
〃
（
ミ
ク
ロ
ン
）
で
表
し
、
そ
の
常
用
対
数
値
を
マ
グ
｝
一
チ
ュ
ー
ド
Ｍ
と

し
た
。
た
と
え
ば
、
震
源
か
ら
距
離
一
○
○
キ
ロ
メ
ー
・
ト
ル
の
ウ
ッ
ド
・
ア
ソ
ダ
ー
ソ
ン
型
地
震
計
に
よ
る

記
録
の
最
大
振
幅
値
が
一
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
な
ら
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
は
一
○
○
○
○
〃
だ
か
ら
、
一

○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
は
一
○
の
五
乗
似
と
な
り
、
常
用
対
数
値
五
を
と
っ
て
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
Ｍ
五
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
日
我
々
は
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
Ｉ
ド
セ
の
直
下
地
震
と
か
八
の
巨
大
地
震
な
ど
と
い
っ
て

図8三重県伊賀市阿保（あお）の大村神社の要石と記
された鯰の絵馬

’

Ｉ
Ⅱ
甲
巳
Ｉ
１
ｉ
ｄ
ｒ
凸
Ⅱ
ｐ
Ｄ
Ｄ
や
口
■
日
日
Ｕ
■
１
１
■
』
■
■
Ⅱ
０
■
■
■
■
■
■
■
日
日
■
１
０
１
５
，
９
１
１
日
■
１
１
０
Ⅱ
ｊ
，
１
日
‘
■
１
０
９
．
．
１
１

、

へ

ー ｡ －

、

様
が
い
な
く
な
る
月
で
あ
る
。
鹿
島
大
明
神

が
留
守
に
し
て
い
る
間
に
鯰
が
暴
れ
て
地
震

が
起
こ
っ
た
な
ど
、
地
震
後
鯰
と
地
震
の

関
係
を
描
い
た
絵
が
江
戸
市
中
に
多
数
出
回

っ
た
。
こ
れ
ら
の
絵
は
鯰
絵
と
呼
ば
れ
て
い

う
（
句
Ｏ

地
震
は
な
ぜ
起
こ
る
の
か
２
．
震
源
は
果

た
し
て
何
か
？
江
戸
時
代
の
人
々
が
も
っ

た
疑
問
は
、
近
代
地
震
学
が
始
ま
っ
て
も
な

か
な
か
明
ら
か
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
結
局

こ
の
問
題
に
決
着
が
つ
い
た
の
は
、
昭
和
四

○
年
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
地
震
学

会
が
生
ま
れ
近
代
地
震
学
が
ス
タ
ー
ト
し
て

か
ら
実
に
八
○
年
以
上
も
の
歳
月
が
流
れ
て

い
た
。
そ
の
間
、
震
源
の
正
体
が
は
っ
き
り

し
な
い
ま
ま
に
揺
れ
の
記
録
か
ら
震
源
の
規

１
１
’

一
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昭
和
四
○
（
一
九
六
五
）
年
ご
ろ
に
地
震
の
震
源
の
正
体
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
地
震
波
の
異
な
る
周
期

成
分
か
ら
決
め
ら
れ
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
、
規
模
の
異
な
る
地
震
に
対
し
て
同
じ
値
を
与
え
る
こ
と
が
原

理
的
に
無
理
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
同
時
に
地
下
の
断
層
の
大
き
さ
を
表
す
た
め
に
地
震
モ
ー
メ

ン
ト
Ｍ
と
い
う
量
が
定
義
さ
れ
、
昭
和
四
○
年
代
後
半
に
な
る
と
実
際
の
地
震
に
対
し
次
々
と
Ｍ
が
評
価
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
Ｍ
の
値
か
ら
新
し
い
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
と
し
て
定
義
さ
れ
た
の
が
、
モ
ー
メ

ン
ト
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
蝿
で
あ
る
。
必
は
多
く
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
の
な
か
で
理
論
的
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン

ド
を
も
ち
物
理
的
な
意
味
が
明
快
な
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
、

通
常
、
地
震
モ
ー
メ
ン
ト
は
周
期
が
数
十
秒
か
ら
一
○
○
秒
以
上
の
成
分
か
ら
求
め
ら
れ
る
の
で
、
必
は

長
周
期
成
分
を
代
表
す
る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
で
あ
る
。
異
な
る
周
期
成
分
の
地
震
波
か
ら
決
め
ら
れ
る
Ｍ
や

必
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
地
震
の
震
源
の
特
徴
を
知
る
た
め
の
重
要
な
情
報
で
あ
る
。
人
の
体
に
た
と
え
る
と
、

身
長
だ
け
で
な
く
座
高
や
足
の
長
さ
や
胴
回
り
な
ど
を
測
る
と
そ
の
人
の
体
型
が
よ
く
わ
か
る
の
と
同
じ
よ

う
な
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
異
な
る
複
数
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
の
値
が
同
じ
場
合
を
平
均
的
な
地
震
と
す
れ

ば
、
人
間
に
ま
っ
た
く
同
じ
体
型
の
人
が
い
な
い
よ
う
に
、
地
震
に
も
そ
れ
ぞ
れ
個
性
が
あ
り
、
思
い
思
い

に
平
均
か
ら
ず
れ
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
の
値
を
示
す
の
で
あ
る
。

物
理
学
を
重
視
す
る
人
た
ち
の
な
か
に
は
、
物
理
的
に
意
味
の
明
快
な
恥
に
地
震
規
模
を
統
一
し
よ
う
と

い
う
考
え
も
あ
る
。
こ
こ
で
思
い
出
し
て
ほ
し
い
の
は
、
地
震
学
に
は
地
球
物
理
学
の
一
分
野
と
い
う
側
面

か
も
し
れ
な
い
。
リ
ヒ
タ
ー
が
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
を
考
え
付
い
た
こ
ろ
、
日
本
で
も
河
角
廣
が
震
度
を
用
い

て
同
じ
よ
う
に
地
震
の
規
模
を
評
価
す
る
方
法
を
考
え
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
関
東
地
震
の
Ｍ
に
関
連
し

て
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
Ｍ
を
地
震
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
換
算
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
、
Ｍ
が
一
違
う
と
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
三
○
倍
違
う
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く
後
付
け
の
解
釈
で
、
地
震
波
の
放
射
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
正

確
に
評
価
す
る
の
は
、
現
在
の
地
震
学
の
技
術
を
も
っ
て
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

リ
ヒ
タ
ー
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
Ｍ
は
、
Ｍ
が
評
価
さ
れ
た
地
震
に
対
し
て
、
ほ
か
の
観
測
網
で
観
測
さ
れ

た
記
録
の
最
大
値
か
ら
同
じ
よ
う
な
値
に
な
る
よ
う
に
経
験
式
を
つ
く
る
と
い
う
ふ
う
に
し
て
、
次
々
と
異

な
る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
を
生
承
出
し
て
世
界
中
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
昭
和
二
○
年
代
後
半
に
そ
の
考
え
方

を
気
象
庁
の
観
測
網
に
あ
て
ほ
め
た
の
が
、
現
在
の
気
象
庁
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
で
あ
る
。

地
震
の
震
源
か
ら
は
、
短
周
期
か
ら
長
周
期
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
揺
れ
の
成
分
を
含
む
地
震
波
が
発
生
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、
そ
れ
ら
を
観
測
す
る
地
震
計
は
、
普
通
あ
る
特
定
の
周
期
範
囲
の
地
震
波
し
か
観
測
で
き
な

い
。
リ
ヒ
タ
ー
が
観
測
し
た
最
大
振
幅
値
は
周
期
一
秒
前
後
の
成
分
、
気
象
庁
の
も
の
は
周
期
五
秒
前
後
の

成
分
が
中
心
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

い
る
が
、
こ
の
と
き
リ
ヒ
タ
ー
が
た
ま
た
ま
倍
率
の
異
な
る
別
の
地
震
計
を
用
い
て
い
た
ら
、
Ｍ
七
や
Ｍ
八

が
も
っ
と
小
さ
な
地
震
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
り
え
な
い
ほ
ど
大
き
い
地
震
に
な
っ
て
い
た

1
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第三章 揺れを予測する

不
断
観
測
が
始
ま
っ
て
一
五
年
余
り
が
経
過
し
た
こ
ろ
、
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
に
京
大
に
新
設
さ
れ

し
だ
と
し

た
地
球
物
理
学
講
座
の
教
授
と
な
る
志
田
順
（
一
八
七
六
～
一
九
三
六
）
は
、
前
年
に
静
岡
県
中
部
で
発
生

し
た
Ｍ
六
・
三
の
地
震
の
Ｐ
波
初
動
の
押
し
と
引
き
の
分
布
に
面
白
い
特
徴
を
見
出
し
た
。
押
し
と
は
地
面

に
立
っ
て
い
る
人
を
押
し
上
げ
る
動
き
。
引
き
と
は
逆
に
引
き
下
げ
る
動
き
で
あ
る
。

だ
け
で
な
く
、
地
震
防
災
に
繋
が
る
総
合
科
学
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
気
象
庁
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
は
八
現
在
防
災
対
策
や
津
波
予
報
な
ど
幅
広
く
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
気
象
庁
は
大
正
一
二

（
一
九
一
三
）
年
の
関
東
地
震
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
日
本
付
近
の
主
な
地
震
に
つ
い
て
気
象
庁
マ
グ
ニ
チ

ュ
ー
ド
を
決
め
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
歴
史
時
代
を
通
じ
て
わ
が
国
の
地
震
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
を
決

め
る
基
準
は
す
べ
て
気
象
庁
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。
物
理
的
な
意
味
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い

う
理
由
か
ら
簡
単
に
片
付
け
ら
れ
る
問
題
で
は
な
い
。
本
書
で
も
特
別
の
こ
と
わ
り
が
な
い
限
り
Ｍ
と
し
て

気
象
庁
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
を
採
用
し
て
い
る
。

平
成
六
（
一
九
九
四
）
年
以
後
、
気
象
庁
の
観
測
網
が
地
震
計
も
含
め
て
大
き
く
変
わ
っ
た
。
そ
の
た
め

平
成
二
一
年
に
気
象
庁
で
学
識
経
験
者
の
委
員
会
が
つ
く
ら
れ
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
に
対
す
る
影
響
が
検
討

さ
れ
た
。
私
も
委
員
の
一
人
で
あ
っ
た
。
委
員
会
で
の
結
論
は
、
．
で
き
る
だ
け
同
じ
特
性
を
も
つ
マ
グ
ニ
チ

ュ
ー
ド
を
気
象
庁
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
●
と
し
て
今
後
も
評
価
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
時
に
、

モ
ー
メ
ン
ト
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
も
発
表
さ
れ
れ
ば
、
よ
り
豊
か
な
震
源
情
報
に
な
る
と
の
意
見
も
出
さ
れ
た
。

そ
の
た
め
に
は
一
般
国
民
に
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
が
一
つ
で
な
い
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
も
ら
い
、
無
用
な

混
乱
が
起
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
〃
地
震
の
個
性
″
で
あ
る
。

叫
帥
一
ｍ

正
体
は
断
層

ｰ

、 一～へ

、

俺ODo

図9大正6年静岡県中部地震(M6.3)の

P波初動の押し引き分布（国立科学博物館綴

『THE地鯉展』図録〔平成15年〕より転載）
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第三章揺れを予測する

こ
と
う
ぷ
ん
じ
ろ
う

パ
で
生
ま
れ
た
。
日
本
で
は
東
大
地
質
学
教
授
の
小
藤
文
次
郎
（
一
八
五
六
～
一
九
三
五
）
が
明
治
二
四
（
一

八
九
一
）
年
の
濃
尾
地
腱
の
際
に
根
尾
谷
で
断
層
を
見
つ
け
、
世
界
に
発
表
し
た
。
こ
の
発
表
は
高
い
評
価

を
受
け
、
ゑ
ず
か
ら
も
断
層
地
震
説
を
確
信
し
た
。
こ
の
後
も
明
治
三
九
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
地
震
で

地
表
に
断
層
が
現
れ
た
が
、
そ
の
後
日
本
で
は
断
層
の
明
瞭
で
な
い
地
震
の
例
も
い
く
つ
か
発
見
さ
れ
、
断

層
地
震
説
も
そ
れ
だ
け
で
は
確
た
る
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

断
層
は
あ
る
面
を
境
に
し
て
地
下
の
岩
盤
が
食
い
違
う
も
の
で
、
先
の
二
種
類
の
力
の
組
み
合
わ
せ
を
ゑ

ほ
ん
だ
ひ
ろ
８
ち

る
と
、
直
感
的
に
は
シ
ン
グ
ル
カ
ッ
プ
ル
が
有
利
に
承
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
央
気
象
台
の
本
田
弘
吉

（
一
九
○
六
～
八
二
、
昭
和
二
六
〔
一
九
五
一
〕
年
に
東
北
大
学
教
授
と
な
る
）
は
、
二
種
類
の
組
承
合
わ
せ
で
、

理
論
的
に
震
動
方
向
の
パ
タ
ー
ン
が
違
う
Ｓ
波
に
注
目
し
、
昭
和
六
年
ご
ろ
か
ら
精
力
的
に
観
測
記
録
の
分

析
を
始
め
た
。
Ｐ
波
で
は
押
し
引
き
の
パ
タ
ー
ン
が
と
も
に
四
象
限
型
に
な
る
の
に
対
し
て
、
Ｓ
波
で
は
、

シ
ン
グ
ル
カ
ッ
プ
ル
で
は
二
象
限
型
、
ダ
プ
ル
カ
ッ
プ
ル
で
は
四
象
限
型
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
本
田
は
戦

争
を
挟
み
昭
和
二
○
年
代
ま
で
に
、
多
く
の
地
震
で
観
測
さ
れ
る
Ｓ
波
の
震
動
方
向
が
四
象
限
型
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
、
ダ
プ
ル
カ
ッ
プ
ル
モ
デ
ル
の
正
し
さ
を
主
張
し
た
。

重
ろ
や
史
た
く
お

こ
の
議
論
に
よ
う
や
く
決
着
を
つ
け
た
の
は
東
大
地
震
研
究
所
の
丸
山
卓
男
（
一
九
三
三
～
）
で
昭
和
三

八
年
に
弾
性
体
中
の
食
い
違
い
と
ダ
プ
ル
カ
ッ
プ
ル
の
力
の
組
象
合
わ
せ
が
等
価
で
あ
る
こ
と
を
理
論
的
に

証
明
す
る
論
文
を
発
表
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
震
源
の
正
体
が
地
下
の
岩
盤
中
で
起
こ
る
断
層
で
あ
る
こ

＃
一

｡

ー or

シングルカップルダブルカップル

厩調 厩調
戸

P波4象

皮
波4象限型

雰

図10震源に関する解釈を2分したシングルカップルカ
とダブルカップルカ

一
一

～

、

地
震
波
の
初
動
の
動
き
に
最
初
に
注
目
し
た
の
は
大
森
房
吉

で
あ
る
が
、
実
際
に
は
っ
き
り
し
た
例
を
確
か
め
た
の
は
こ
れ

が
は
じ
め
て
で
あ
る
。
図
９
に
結
果
を
示
す
。
押
し
と
引
き
の

分
布
が
き
れ
い
に
四
象
限
に
分
か
れ
、
第
一
象
限
と
第
三
象
限

が
引
き
の
領
域
、
第
二
象
限
と
第
四
象
限
が
押
し
の
領
域
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
発
見
は
岩
盤
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
力
が
作

用
し
て
地
震
が
発
生
し
て
い
る
か
を
考
え
る
上
で
重
要
な
ヒ
ン

ト
と
な
っ
た
。

た
と
え
ば
、
震
源
で
爆
発
の
よ
う
な
力
が
働
い
て
い
る
と
す

れ
ば
、
観
測
さ
れ
る
地
震
波
は
ど
こ
で
も
押
し
波
と
な
る
は
ず

で
あ
る
。
Ｐ
波
の
押
し
引
き
が
四
象
限
型
と
な
る
の
は
ど
の
よ

う
な
場
合
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
考
え
出
さ
れ
た
の
が
図
、
に

示
す
シ
ン
グ
ル
カ
ッ
プ
ル
と
ダ
プ
ル
カ
ッ
プ
ル
と
呼
ば
れ
る
力

の
組
象
合
わ
せ
で
あ
る
。

一
方
、
地
質
学
者
は
地
震
の
震
源
の
一
端
を
す
で
に
捕
ま
え

て
い
た
。
地
震
の
震
源
が
断
層
で
あ
る
と
す
る
説
は
ヨ
ー
ロ
ッ一

93
92

～

、
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揺れを予測する第三章

と
が
確
実
に
な
っ
た
。
図
ｕ
の
白
い
矢
印
は
断
層
の
食
い
違
い
を
示
し
、
そ
の
際
に
生
じ
る
Ｐ
波
と
Ｓ
波
の

振
幅
分
布
と
震
動
方
向
を
示
す
。
Ｐ
波
は
断
層
面
と
そ
れ
に
直
交
す
る
面
の
方
向
に
は
放
射
さ
れ
ず
二
つ
の

面
の
間
で
大
き
く
な
る
の
に
対
し
て
、
Ｓ
波
は
逆
に
断
層
面
と
そ
れ
に
直
交
す
る
面
の
方
向
で
振
幅
が
大
き

く
な
る
。
ま
た
、
断
層
面
が
仮
に
直
交
し
た
面
で
あ
っ
て
も
Ｐ
波
や
Ｓ
波
の
震
動
パ
タ
ー
ン
は
同
じ
に
な
り
、

Ｐ
波
や
Ｓ
波
か
ら
震
源
の
断
層
面
を
一
意
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
わ
か
る
。

す
べ
り
と
広
が
り

断
層
な
ど
と
い
う
と
難
し
そ
う
だ
が
、
ガ
ラ
ス
が
割
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
地
球
規
模
の
大
き
な
力
が
日

本
列
島
に
か
か
り
、
そ
の
力
に
耐
え
切
れ
な
く
な
っ
て
地
下
で
岩
石
が
割
れ
る
現
象
が
地
震
の
正
体
で
あ
る
。

そ
の
弾
み
で
震
動
が
生
じ
、
そ
れ
が
伝
わ
る
の
が
地
震
波
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
た
だ
し
そ
の
割
れ
方
が
、
あ

る
面
を
境
と
し
て
そ
の
両
側
の
部
分
が
面
に
沿
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
反
対
方
向
に
す
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
断

層
破
壊
で
あ
る
。
ガ
ラ
ス
の
場
合
、
ひ
び
割
れ
全
体
が
ま
っ
た
く
同
時
に
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
と

こ
ろ
に
入
っ
た
ひ
び
割
れ
が
目
に
も
止
ま
ら
ぬ
速
さ
で
進
行
し
て
大
き
な
ひ
び
割
れ
と
な
る
。
こ
れ
と
同
じ

よ
う
に
震
源
の
断
層
で
も
普
通
は
断
層
面
の
一
点
か
ら
す
べ
り
が
始
ま
っ
て
、
そ
れ
が
広
が
っ
て
広
い
範
囲

に
食
い
違
い
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
震
源
を
伝
播
性
震
源
と
呼
ぶ
。

図
廻
に
震
源
断
層
の
イ
メ
ー
ジ
図
を
示
す
。
左
上
の
図
の
よ
う
に
二
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
が
あ
る
面
を
境
と
し

＃
萄
一
緯

一
一

食い違い ダブルカップルカ

へ

一心一
ヘ
９

P波の方位分布 S波の方位分布

図11断層とダブルカップルカの等価性と、P波とS波
の振幅分布と震動方向
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破壊伝播方向

図13伝播性震源の効果で断層の走行と直交する方向の
震動が強くなるしくみ

へ

地
震
の
場
合
、
す
べ
り
速
度
は
毎
秒
一
メ
ー
ト
ル
程
度
、
こ
れ
に
対
し

て
す
べ
り
が
広
が
る
速
度
を
表
す
破
壊
伝
播
速
度
は
、
毎
秒
三
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
程
度
と
ま
さ
に
目
に
も
止
ま
ら
ぬ
速
さ
で
あ
る
。
地
震
の
震
源

が
伝
播
性
震
源
で
あ
る
こ
と
も
、
地
震
の
正
体
が
判
明
す
る
直
前
の
昭

和
三
五
年
ご
ろ
に
地
震
記
録
の
解
析
か
ら
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
伝
播
性
震
源
の
効
果
が
思
わ
ぬ
強
い
揺
れ
を
も
た
ら
す

こ
と
が
あ
る
。
図
６
宍
三
ペ
ー
ジ
）
に
示
し
た
濃
尾
地
震
の
場
合
、

左
横
ず
れ
断
層
で
、
強
い
揺
れ
の
方
向
が
断
層
の
す
べ
る
方
向
に
直
交

し
て
い
る
。
先
に
こ
の
よ
う
な
関
係
が
断
層
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
説
明
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
書
い
た
が
、
そ
の
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
の
図

が
図
蝿
で
あ
る
。
図
喝
は
図
６
と
同
様
に
断
層
を
上
か
ら
み
た
も
の
で
、

二
重
線
が
断
層
で
、
ず
れ
も
同
じ
左
横
ず
れ
を
想
定
し
て
い
る
。
断
層

破
壊
が
左
端
か
ら
す
べ
り
始
め
た
と
す
る
と
、
す
べ
り
の
進
行
し
た
部

分
か
ら
出
る
Ｓ
波
は
、
図
ｕ
で
説
明
し
た
よ
う
に
振
幅
が
大
き
く
な
る

方
向
が
四
つ
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
破
壊
の
伝
播
す
る
方
向
と
一

致
し
、
四
つ
の
矢
印
の
う
ち
そ
の
方
向
へ
出
る
Ｓ
波
の
震
動
方
向
は
断

ー牟一

詮

図12震源断層のイメージ図

て
反
対
方
向
に
ず
れ
た
状
況
が
断
層
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
上
盤
、
下
盤
と
呼
ぶ
。
図

の
よ
う
に
上
盤
が
の
し
上
が
る
よ
う
な
す
べ
り

方
を
逆
断
層
、
下
が
れ
ば
正
断
層
と
呼
ぶ
。
ま

た
手
前
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
基
準
に
向
こ
う
側
が
右

に
ず
れ
る
の
を
右
横
ず
れ
断
層
、
左
に
ず
れ
る

の
を
左
横
ず
れ
断
層
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
図

の
場
合
は
右
横
ず
れ
断
層
で
も
あ
る
。

右
下
に
下
盤
の
断
層
面
を
取
り
出
し
た
図
を

示
す
。
矢
印
は
上
盤
の
す
べ
る
方
向
を
示
し
、

す
べ
り
の
始
ま
っ
た
場
所
を
破
壊
開
始
点
と
呼

ぶ
。
通
常
、
地
震
計
で
観
測
し
た
記
録
か
ら
震

源
を
決
め
る
場
合
、
Ｐ
波
や
Ｓ
波
の
初
動
の
到

達
時
刻
を
用
い
て
決
め
る
た
め
に
、
最
初
に
地

震
波
を
発
生
し
た
地
点
、
つ
ま
り
破
壊
開
始
点

の
位
置
を
決
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
通
常
の

一
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1

第三章揺れを予測する

層
面
と
直
交
す
る
方
向
で
あ
る
。
破
壊
が
進
行
す
る
に
つ
れ
て
地
震
波
を
発
生
さ
せ
る
場
所
が
断
層
に
沿
っ

て
右
方
向
に
移
動
し
て
ゆ
く
が
、
各
部
分
か
ら
Ｓ
波
が
放
出
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
は
同
じ
で
、
特
に
破
壊
の
進

行
方
向
で
は
断
層
の
ど
の
部
分
か
ら
出
る
波
も
断
層
に
直
交
す
る
方
向
に
震
動
が
そ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
た
め
、
震
動
が
重
な
り
合
っ
て
強
い
揺
れ
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

図
６
の
濃
尾
地
震
の
断
層
破
壊
は
北
西
か
ら
南
東
に
向
か
っ
て
進
行
し
た
と
さ
れ
、
図
６
の
よ
う
に
断
層

の
南
東
方
向
の
延
長
線
上
で
も
断
層
と
直
交
す
る
方
向
の
震
動
が
卓
越
し
て
大
き
な
被
害
を
出
し
た
。
こ
の

よ
う
に
、
破
壊
が
進
行
す
る
効
果
と
Ｓ
波
の
放
射
パ
タ
ー
ン
が
重
な
り
合
っ
て
揺
れ
が
大
き
く
な
る
現
象
は
、

Ｎ
Ｆ
Ｒ
Ｄ
倉
：
圏
昌
”
５
月
の
ロ
胃
。
牙
ご
）
効
果
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
Ｎ
Ｆ
Ｒ
Ｄ
効
果
は
内
陸
直
下
地

溌
（
あ
と
で
内
陸
型
地
溌
と
呼
ぶ
）
に
よ
る
強
震
動
発
生
の
大
き
な
特
徴
と
さ
れ
、
重
大
な
被
害
を
生
承
出
す

要
素
の
一
つ
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
い
る
。

図
廻
に
戻
っ
て
、
断
層
の
大
き
さ
を
決
め
る
量
に
着
目
す
る
と
、
断
層
の
長
さ
Ｌ
、
幅
ｗ
、
す
べ
り
量
り

の
三
つ
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
三
つ
の
量
の
積
に
、
断
層
面
の
剛
性
率
ｕ
を
掛
け
合
わ
せ
た
値
を
地
震
モ
ー

メ
ン
ト
Ｍ
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
値
は
先
に
説
明
し
た
ダ
プ
ル
カ
ッ
・
フ
ル
カ
の
う
ち
の
一
組
の
カ
ッ
プ
ル
カ

が
も
つ
モ
ー
メ
ン
ト
量
に
対
応
す
る
。
冒
・
Ⅱ
直
×
Ｆ
×
尋
×
ロ
と
い
う
式
こ
そ
ダ
ブ
ル
カ
ッ
プ
ル
カ
と
断
層

と
の
等
価
性
を
表
す
関
係
式
な
の
で
あ
る
。
す
べ
り
速
度
、
破
壊
伝
播
速
度
も
含
め
て
こ
れ
ら
の
量
を
断
層

パ
ラ
メ
ー
タ
ま
た
は
震
源
パ
ラ
メ
ー
タ
と
呼
ん
で
い
る
。

多
く
の
異
な
る
規
模
の
地
震
に
つ
い
て
断
層
パ
ラ
メ
ー
タ
を
決
め
る
と
、
き
わ
め
て
大
雑
把
な
関
係
と
し

て
Ｌ
と
ｗ
と
Ｄ
に
は
比
例
関
係
が
あ
り
、
皿
は
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
Ｍ
が
一
違
う
と
三
○
倍
違
う
関
係
に
あ
る

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
を
ス
ケ
ー
リ
ン
グ
則
（
相
似
則
）
と
呼
ぶ
。

ス
ケ
ー
リ
ン
グ
則
に
し
た
が
っ
て
、
地
震
の
大
略
の
大
き
さ
を
示
す
と
、
関
東
地
震
の
よ
う
な
Ｍ
八
ク
ラ

ス
の
地
震
の
断
層
長
さ
Ｌ
は
、
一
五
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
度
で
通
常
の
県
二
つ
分
く
ら
い
の
広
さ
の
断
層
面

積
を
も
ち
、
断
層
面
上
で
平
均
し
て
三
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
す
べ
り
量
が
あ
る
。
Ｍ
七
ク
ラ
ス
で
は
Ｌ
は
五

○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
度
で
小
さ
め
の
県
な
い
し
は
通
常
の
県
の
一
部
程
度
の
大
き
さ
で
す
べ
り
量
は
一
メ
ー

ト
ル
く
、
ら
い
で
あ
る
。

過
去
の
被
害
地
震
の
名
前
を
ゑ
て
も
明
治
一
西
（
一
八
九
一
）
年
の
濃
尾
地
震
は
Ｍ
八
ク
ラ
ス
で
断
層
は

愛
知
、
岐
阜
両
県
に
ま
た
が
っ
て
い
る
が
、
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
の
北
丹
後
地
震
（
Ｍ
七
・
三
）
は
北

丹
後
す
な
わ
ち
京
都
府
北
部
、
昭
和
一
八
年
の
鳥
取
地
溪
（
Ｍ
七
・
二
）
、
昭
和
一
三
年
の
福
井
地
震
（
Ｍ

七
・
一
）
、
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
の
兵
庫
県
南
部
地
震
（
Ｍ
七
・
三
）
、
平
成
ニ
ハ
年
の
新
潟
県
中
越
地
麓

（
Ｍ
六
・
八
）
な
ど
、
Ｍ
七
ク
ラ
ス
だ
と
名
前
に
冠
さ
れ
る
県
名
は
一
つ
と
な
る
。
承
な
名
は
体
を
表
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

、一へ
ー＝
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「 一

た
。
調
査
結
果
は
文
部
科
学
省
の
地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。
地
震

が
発
生
し
た
と
き
に
震
源
断
層
の
動
き
に
引
き
ず
ら
れ
て
そ
の
一
部
が
地
表
に
顔
を
だ
す
こ
と
が
あ
る
こ
と

は
、
先
に
濃
尾
地
震
や
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
地
震
の
例
を
あ
げ
て
紹
介
し
た
。
こ
の
よ
う
に
地
表
に
現
れ
た

・
断
層
を
、
震
源
断
層
と
区
別
し
て
地
表
地
震
断
層
と
呼
ん
で
い
る
。
兵
庫
県
南
部
地
睡
の
際
、
淡
路
島
に
現

れ
た
断
層
も
地
表
地
震
断
層
で
あ
る
。

一
方
、
震
源
断
層
が
繰
り
返
し
ず
れ
動
き
、
何
度
も
同
じ
と
こ
ろ
で
地
表
地
震
断
層
を
生
じ
た
結
果
生
ま

れ
る
地
形
の
傷
跡
の
こ
と
を
、
活
断
層
と
呼
ん
で
い
る
。
兵
庫
県
南
部
地
震
の
地
表
地
震
断
層
は
以
前
か
ら

知
ら
れ
て
い
た
淡
路
島
の
野
島
断
層
と
い
う
活
断
層
に
沿
っ
て
生
じ
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
際
の
地
表
地
震
断

層
の
出
現
は
、
今
ま
で
何
度
も
地
表
地
震
断
層
が
出
現
し
、
野
島
断
層
を
形
作
っ
て
き
た
活
動
の
ひ
と
つ
と

い
え
る
。
活
断
層
研
究
会
編
『
新
編
日
本
の
活
断
層
』
（
平
成
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
約
二
○
○
万
年
前
か
ら

謡
始
ま
る
最
新
の
地
質
時
代
で
あ
る
第
四
紀
に
活
動
し
て
で
き
た
傷
を
活
断
層
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
い
る
。
活

子
断
層
の
形
成
過
程
を
考
え
れ
ば
、
現
在
影
響
の
あ
る
活
動
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
そ
の
下
に

測
・椎

地
震
の
原
因
で
あ
る
震
源
断
層
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
活
断
層
は
内
陸
型
地
震
の
震
源
を
想
定
す
る
上

揺
で
有
力
な
手
が
か
り
と
な
る
。
日
本
列
島
全
体
で
は
約
二
○
○
○
の
活
断
層
が
知
ら
れ
て
い
る
。

》
，
そ
こ
で
、
活
断
層
と
震
源
断
層
の
関
係
を
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
し
て
承
よ
う
。
先
に
内
陸
型
地
震
を
内

陸
地
殻
内
地
震
と
呼
ん
だ
が
、
そ
の
理
由
は
そ
れ
ら
が
内
陸
の
地
殻
内
、
し
か
も
そ
の
上
部
に
限
っ
て
震
源

そ
こ
で
、
手
が
か
り
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
活
断
層
で
あ
る
。
活
断
層
ば
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
引
き

起
こ
し
た
兵
庫
県
南
部
地
震
で
一
躍
大
き
な
注
目
を
集
め
、
そ
れ
以
後
§
国
も
大
規
模
な
調
査
に
乗
り
出
し

内
陸
型
地
震
と
活
断
層

表
２
（
一
六
ぺ
－
ぎ
で
主
な
被
害
原
因
の
欄
に
震
動
と
書
か
れ
た
地
震
は
、
す
べ
て
内
陸
地
殻
内
地
震

（
以
下
、
内
陸
型
地
震
と
略
す
）
で
あ
る
。
強
震
動
予
測
が
震
動
に
よ
る
被
害
の
軽
減
を
は
か
る
た
め
に
試
承

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
内
陸
型
地
震
の
震
源
予
測
は
強
腰
動
予
測
に
と
っ
て
ま
さ
に
最
重
要
課
題

地
震
を
引
き
起
こ
す
地
下
の
断
層
を
震
源
断
層
と
呼
ぶ
。
強
濯
動
を
予
測
す
る
場
合
に
避
け
て
通
れ
な
い

般
初
の
関
門
は
、
ど
こ
で
ど
の
程
度
の
規
模
の
震
源
断
層
が
動
く
か
を
あ
ら
か
じ
め
知
る
こ
と
で
あ
る
。
日

本
列
島
で
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
地
震
を
見
る
と
、
海
の
プ
レ
ー
ト
と
陸
の
プ
レ
ー
ト
と
の
境
界
で
発

生
す
る
プ
レ
ー
ト
境
界
地
震
と
、
内
陸
直
下
で
発
生
す
る
内
陸
地
殻
内
地
震
が
あ
る
。
最
新
の
地
震
学
で
こ

れ
ら
の
地
震
の
震
源
断
層
が
ど
の
程
度
予
測
で
き
る
か
を
ゑ
て
承
る
こ
と
に
し
よ
う
。

で
あ
る
。

２
震
源
断
層
を
知
る

､一

、
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第三章揺れを予測する

で
は
、
地
震
が
起
こ
っ
た
際
に
出
現
す
る
地
表
地
震
断
層
の
長
さ
は
震
源
断
層
の
長
さ
に
一
致
す
る
か
と

い
う
と
、
話
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
ほ
ぼ
同
じ
場
合
も
あ
る
が
そ
れ
よ
り
短
い
場
合
も
あ
る
。
特
に
Ｍ

六
・
八
程
度
に
な
る
と
地
表
地
震
断
層
が
発
見
さ
れ
た
か
ど
う
か
が
、
専
門
家
の
間
で
議
論
を
呼
ぶ
ほ
ど
微

妙
な
問
題
と
な
る
場
合
も
多
い
。
最
近
発
生
し
た
新
潟
県
中
越
地
震
や
新
潟
県
中
越
沖
地
震
の
Ｍ
は
い
ず
れ

も
六
。
八
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
活
断
層
は
地
下
の
震
源
断
層
が
何
度
も
何
度
も
動
き
、
そ
の
た
び
に
生
じ
た
地
表
地
震
断

層
が
、
積
も
り
積
も
っ
て
地
形
に
傷
を
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
度
の
地
震
で
出
現
す
る
地
表
地
震
断
層
が

震
源
断
層
の
全
長
を
現
さ
な
く
と
も
、
活
断
層
は
よ
り
高
い
確
率
で
震
源
断
層
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
。
ま
た
活
断
層
を
含
む
周
辺
の
地
形
の
成
り
立
ち
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
精
度
は
さ
ら
に
高

ま
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。
最
近
で
は
地
下
構
造
探
査
の
技
術
も
進
承
、
そ
れ
ら
を
同
時
に
活
用
す
れ
ば
、

活
断
層
の
下
に
あ
る
震
源
断
層
の
全
体
像
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
も
夢
で
は
な
い
。
研
究
者
の
努
力
が
続

け
ら
れ
て
い
る
。

活
断
層
デ
ー
タ
の
限
界

次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
活
断
層
の
下
で
い
つ
ご
ろ
地
震
が
起
こ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
震
調
査

研
究
推
進
本
部
が
出
す
『
地
震
が
わ
か
る
！
Ｑ
＆
Ａ
』
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
「
活
断
層
を
掘
削
し

("譜s)I(W至監）
W=15km

コンラッド面

モホ面

断
層
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
日
本
列
島
の
地
殻
は
約
三
○
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
の
厚
さ
を
も
ち
、
そ
の
下
の
マ
ン
ト
ル
と
は
モ
ホ
ロ
ピ
チ
ッ
チ

騨
嬉
．
不
連
続
面
（
モ
ホ
面
）
と
呼
ば
れ
る
地
震
波
速
度
の
不
連
続
面
で
境

中
，
と
さ
れ
て
い
る
ｂ
そ
の
う
ち
の
上
部
約
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
分
が
、
震

部
擢
繩
醐
噸
帥
湘
雌
聯
珂
側
奉
生
Ⅷ
秘
鯏
肺
剛
塗
呼
畦
Ⅷ
錘
疏
唾
跡
測
蝿

震
源
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

蝿
震
日
本
列
島
で
過
去
に
発
生
し
た
内
陸
型
地
溌
の
断
層
の
長
さ
や
幅

》
恥
ド
を
調
べ
、
一
方
で
地
表
地
麓
断
層
を
と
も
な
っ
た
か
ど
う
か
を
調
べ

》
恥
毒
唾
畦
で
樹
徽
肺
歩
”
咋
鍔
如
削
椰
鋤
剛
蚕
岬
匿
銅
腓
か
卿
州
韮
塞
捕

限
を
受
け
、
長
さ
方
向
に
し
か
断
層
が
成
長
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

一
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表3歴史地震との対応が推定される活断層（地震調査

研究推進本部『主要活断層帯の長期地震発生確率値』

〔平成19年1月1日算定〕から作成）．．

て
調
査
を
行
う
と
、
過
去
に
繰
り
返
し
発
生
し
た
地
震
の
規
模
や
間
隔
な
ど
が
わ
か
り
、
将
来
の
活
動
の
可

能
性
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」
と
雷
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
態
は
ど
ん
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
首
都
圏
に
あ
る
立
川
断
層
は
、
東
京
都
西
部
の
多
摩
地
区
を
北
西
か
ら
南
東
に
走
る
活
断
層

で
、
全
長
塗
一
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
Ｍ
七
・
四
の
地
鯉
を
起
こ
す
規
模
と
想
定
さ
れ
、
問
題
の
活
動
の
可
能

性
は
三
○
年
以
内
に
○
・
五
～
二
％
、
一
○
○
年
以
内
に
二
～
七
％
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の

確
率
が
出
さ
れ
た
根
拠
を
承
る
と
、
平
均
活
動
間
隔
が
一
万
～
一
万
五
○
○
○
年
程
度
、
最
新
活
動
時
期
が

約
二
万
年
前
か
ら
一
万
三
○
○
○
年
前
の
間
、
つ
ま
り
そ
れ
以
後
地
震
は
発
生
し
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
情
報
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
先
に
述
べ
た
発
生
確
率
を
出
す
か
の
説
明
は
省
く
が
、
我
々
の

日
常
生
活
の
実
感
か
ら
し
て
「
将
来
の
活
動
の
可
能
性
を
推
定
し
て
い
る
」
な
ど
と
は
到
底
い
え
る
も
の
で

は
な
い
。
現
在
ま
で
に
調
査
さ
れ
た
全
国
一
○
九
の
活
断
層
の
調
査
結
果
も
大
同
小
異
の
感
が
強
い
。

た
だ
し
、
い
え
る
こ
と
は
ど
の
活
断
層
か
ら
調
査
さ
れ
た
結
果
を
ゑ
て
も
、
そ
こ
で
起
こ
る
地
震
の
平
均

活
動
間
隔
は
一
○
○
○
年
以
上
で
、
一
万
年
以
上
の
も
の
も
か
な
り
あ
る
。
結
局
、
最
新
の
活
動
が
歴
史
時

代
に
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
い
て
は
、
い
つ
地
溌
が
発
生
し
て
も
お
か
し
く
な
い
と
考
え
て
想
定
の
対

象
と
す
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ち
な
承
に
、
表
３
に
歴
史
地
震
と
の
対
応
が
推
定
さ
れ
て
い
る
活
断
層
を
ま
と
め
た
。
当
然
、
い
ず
れ
の

活
断
層
で
も
こ
こ
一
○
○
年
程
度
の
地
震
発
生
確
率
は
ゼ
ロ
に
近
い
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
シ
ロ

一

一

ー

、

一
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断暦名 歴吏地理

津軽山地西輝 1768年（明和3年）の地震

能代 1694年(元禄7年）能代地露

真昼山地東級北剖 1898年（明治29年）陸羽地震

横手盆地東縁 1896年（明治29年）陸羽地醍

会池盆地西縁 1611年（慶畏16年）会津地震

北伊豆 1930年（昭和5年）北伊豆地震
も

個浪川〈長野盆地西鋤 1847年（弘化4年）善光寺地震

跡津川 1858年（安政5年）飛越地震

阿寺主部南部 1586年（天正13年）天正地震
●

福井平野東緑西部 1948年（昭和23年）福井地震

浬尾（温見北西部・根尾谷・梅原） 1891年（明治24年）濃尾地露

木 諏川.1854年（安政元年）伊賀上野地震

三方・花折北部 1662年（寛文2年）の地震

山田郷村 1927年（昭和2年）北丹後地漫

有馬一認槻 1596年（文禄5年）慶長伏見地国
●

六甲・遡践鴎士剖織路島西岸） 1995年（平成7年）兵庫県南部地露

山崎主部北西部 888年（貞観10年）播磨国地露

別府一万年山（別府湾一日出生東部） 1596年〈慶畏元年）慶長題後地露

水縄 679年〈天武7年）筑紫地麗

筈固断暦帯北西部 2005年(平成17年)福岡県西方沖地澳



谷

し

』

i－－－－－－－‘-_‐と一・一‘.-…--.-.一一一一・・‘･一･一････一･一･一一･一一一一･一･.-....一.ー~.~一一一一‐．．.．‐
一

一

「 一 一

二
日
▽
■
‐
ｂ
■
ｂ
ｒ
ｔ
■
Ｂ
Ｆ
０
Ｑ
ｏ
ｄ
ｌ
Ⅱ
０
‐
０
８
８
■
Ⅱ
０
０

‐

第三章揺れを予測する

地
震
が
一
○
○
○
年
以
上
の
発
生
間
隔
で
起
こ
る
の
に
対
し
て
、
海
溝
型
地
震
は
数
十
年
か
ら
一
○
○
年
程

度
の
周
期
で
繰
り
返
し
て
起
こ
る
。
こ
の
た
め
、
近
代
地
震
学
が
ス
タ
ー
ト
し
て
か
ら
同
じ
場
所
で
二
度
目

の
発
生
を
迎
え
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
ま
た
歴
史
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
ば
場
所
に
よ
っ
て
は
一
○
回
近
く
も

繰
り
返
し
が
確
認
で
き
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
海
溝
型
地
震
の
理
解
を
早
め
た
第
一
の
要
因
で
あ

以
上
は
、
比
較
的
規
模
が
大
き
い
内
陸
型
地
震
の
震
源
断
層
の
特
定
に
関
す
る
状
況
で
あ
る
。
残
る
問
題

は
、
活
断
層
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
地
形
に
も
痕
跡
を
残
さ
な
い
よ
う
な
比
較
的
規
模
の
小
さ
い
地
震
の
震

源
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
で
も
触
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
強
震
動
予
測
の

枠
組
承
か
ら
は
は
ず
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
Ｍ
六
・
五
よ
り
小
さ
い
地
震
は
ほ
ぼ
も
れ
な
く
こ
の
よ
う
な
地
震

で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
平
成
一
五
（
二
○
○
三
）
年
に
発
生
し
た
宮
城
県
北
部
地
震
（
Ｍ
六
・
四
）
も
そ

の
一
つ
で
あ
る
。
は
っ
き
り
と
し
た
活
断
層
の
直
下
で
発
生
し
た
地
溌
で
は
な
い
が
、
震
源
直
上
の
地
域
に

か
な
り
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
活
断
層
が
近
く
に
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
内
陸
型
地
震
に
対
す
る
備

え
を
怠
る
と
す
れ
ば
、
不
幸
な
結
果
に
な
る
こ
と
も
十
分
に
あ
り
え
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

海
洋
プ
レ
ー
ト
が
陸
側
の
プ
レ
ー
ト
の
下
に
潜
り
込
む
地
域
、
日
本
で
は
太
平
洋
プ
レ
ー
ト
が
潜
り
込
む

日
本
海
溝
沿
い
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
が
潜
り
込
む
相
模
ト
ラ
フ
か
ら
南
海
ト
ラ
フ
沿
い
の
地
域
が
、

海
溝
型
地
震
の
発
生
場
所
で
あ
る
。
プ
レ
ー
ト
境
界
に
お
け
る
お
お
ま
か
な
地
震
発
生
モ
デ
ル
は
、
プ
レ
ー

ト
テ
ク
ト
ニ
ク
ス
理
論
が
で
き
あ
が
っ
た
昭
和
四
○
年
代
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

海
洋
プ
レ
ー
ト
が
沈
み
込
む
際
に
は
沈
承
込
む
プ
レ
ー
ト
と
陸
側
の
プ
レ
ー
ト
と
が
固
着
し
て
い
て
、
沈
み

込
む
プ
レ
ー
ト
が
陸
側
の
プ
レ
ー
ト
を
引
き
ず
っ
て
い
る
。
陸
側
の
プ
レ
ー
ト
が
引
き
ず
り
に
対
抗
し
て
反

発
す
る
力
は
、
海
洋
プ
レ
ー
ト
の
沈
承
込
承
に
と
も
な
っ
て
次
第
に
大
き
く
な
り
、
そ
の
力
が
式
レ
ー
ト
間

の
摩
擦
力
を
上
回
っ
た
瞬
間
に
固
着
が
は
ず
れ
て
陸
側
の
プ
レ
ー
ト
が
急
激
に
跳
ね
返
る
。
こ
れ
が
海
溝
型

地
震
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
最
近
の
研
究
に
よ
っ
て
、
こ
の
プ
レ
ー
ト
間
の
固
着
の
様
子
が
一
様
で
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て

き
た
。
普
段
は
強
く
固
着
し
て
い
て
地
震
の
と
き
に
だ
け
急
激
に
す
く
る
領
域
と
、
普
段
か
ら
じ
わ
じ
わ
ず

る
。 の

判
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
活
断
層
に
シ
ロ
の
判
定
を
下
す
に
は
、
古
文
書
な
ど
の
記
述
を
も
と
に
歴
史

時
代
に
起
こ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
地
震
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
。
歴
史
地
震
の
発
生
年
代
の
特
定
は
、

活
断
層
に
よ
る
地
震
の
発
生
履
歴
の
推
定
に
比
べ
て
は
る
か
に
精
度
が
よ
い
。
わ
が
国
に
は
歴
史
資
料
が
多

数
残
さ
れ
て
い
る
。
活
断
層
の
調
査
と
同
時
に
、
歴
史
地
麓
に
関
す
る
調
査
研
究
を
す
す
め
る
こ
と
も
重
要

０
㎡
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
●
■
Ｇ
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■
■
８
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■
二
■
■
■
■
■
■
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■
■
■
■
■
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■
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■
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■
■
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■
■
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■
■
■
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■
■
■
■
■
Ｐ

で
あ
る
。ア

ス
ペ
リ
テ
ィ
モ
デ
ル
・

プ
レ
ー
ト
境
界
地
震
は
、
日
本
で
は
海
溝
沿
い
で
起
こ
る
た
め
海
溝
型
地
震
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
内
陸
型
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第三章揺れを予測する

１
１

神
戸
の
揺
れ

平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
に
兵
庫
県
南
部
地
震
が
発
生
し
、
地
震
発
生
直
後
か
ら
現
地
に
入
っ
た
私
は
、

神
戸
・
芦
屋
・
西
宮
地
域
の
被
害
の
様
子
や
墓
石
の
転
倒
率
を
く
ま
な
く
調
査
し
た
。
そ
の
と
き
、
被
害
の

凄
さ
へ
の
驚
き
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
被
害
の
大
き
い
地
域
の
す
ぐ
脇
に
ほ
と
ん
ど
被
害
を
受
け
て
い
な
い

地
域
が
あ
る
の
に
驚
い
た
。

大
阪
湾
に
面
す
る
神
戸
。
芦
屋
・
西
宮
地
域
は
、
海
岸
線
か
ら
北
に
向
か
っ
て
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
歩
く

み
か
げ
い
し
か
こ
う
が
ん

と
、
ど
こ
で
も
道
は
急
な
上
り
坂
と
な
り
、
御
影
石
と
呼
ば
れ
る
花
崗
岩
で
で
き
た
六
甲
山
地
に
入
る
。
そ

の
際
に
六
甲
断
層
帯
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
活
断
層
が
あ
る
。
図
肥
の
上
側
に
地
図
を
示
す
。
細
い
線
が
六
甲

断
層
帯
の
活
断
層
で
あ
る
。
今
回
の
地
震
で
は
、
淡
路
島
の
野
島
断
層
の
よ
う
に
地
表
地
震
断
層
は
出
現
し

な
か
っ
た
が
、
調
査
し
た
墓
石
の
転
倒
率
γ
を
承
る
と
、
六
甲
山
地
の
縁
か
ら
南
側
の
海
岸
に
向
か
っ
て
約

二
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
転
倒
率
γ
が
八
○
％
以
上
と
高
く
、
地
震
に
よ
る
揺
れ
が
強
か
っ
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
た
。
住
家
が
多
数
全
壊
し
て
多
く
の
死
者
を
出
し
、
気
象
庁
が
震
度
７
と
判
定
し
た
地
域
で
あ
る
。

震
度
７
の
範
囲
は
図
で
黒
く
塗
っ
た
地
域
で
、
地
麗
発
生
当
初
よ
り
〃
震
災
の
帯
″
と
い
わ
れ
て
い
た
。

ひ
が
し
な
麓
く
み

一
方
、
断
層
を
挟
承
北
側
の
六
甲
山
地
で
は
急
激
に
転
倒
率
が
下
が
る
。
た
と
え
ば
、
神
戸
市
東
灘
区
御

そ
れ
ら
に
よ
る
建
物
等
へ
の
影
響
は
避
け
ら
れ
な
い
。

次
に
地
震
波
が
地
盤
で
増
幅
さ
れ
る
し
く
ゑ
を
考
え
る
。
地
震
波
の
増
幅
に
は
、
伝
播
す
る
波
の
速
度
が

大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
Ｓ
波
速
度
が
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
地
霞
基
盤
か
ら
、
そ
の
上
の

一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
地
盤
に
Ｓ
波
が
透
過
し
た
と
す
る
。
基
盤
で
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
保
存
さ
れ
て
、

地
震
波
が
境
界
を
通
過
し
た
と
す
る
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
蓄
え
ら
れ
る
範
囲
は
、
速
度
が
遅
く
な
る
分
半
分

に
な
る
。
こ
の
た
め
、
そ
の
分
振
幅
が
大
き
く
な
り
、
増
幅
さ
れ
る
の
で
あ
る
ｐ
伸
び
た
蛇
腹
が
縮
め
ら
れ

た
状
況
を
連
想
す
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
。
地
震
波
は
地
層
間
の
速
度
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
大
き
い
ほ
ど
増
幅

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
基
盤
の
揺
れ
を
基
準
に
す
れ
ば
、
地
盤
が
柔
ら
か
い
ほ
ど
揺
れ
が
大
き
く
な
る
の
は

こ
の
た
め
で
あ
る
。

地
盤
に
よ
る
地
震
波
の
増
幅
を
左
右
す
る
も
う
一
つ
の
要
因
は
減
衰
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
地
盤
が
緩
く

堆
積
し
た
層
で
で
き
て
い
る
場
合
、
地
震
波
の
速
度
は
低
下
す
る
が
、
地
盤
を
構
成
す
る
粒
子
の
結
び
つ
き

が
弱
く
、
揺
れ
に
よ
っ
て
粒
子
間
に
摩
擦
が
生
じ
る
な
ど
し
て
地
震
波
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
消
喪
さ
れ
、
逆
に

振
幅
が
減
少
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
地
盤
を
構
成
す
る
物
質
の
挙
動
に
よ
っ
て
地
震
波
の
振
幅

が
減
る
効
果
を
総
称
し
て
減
衰
と
呼
ん
で
い
る
。
地
震
の
際
に
よ
く
話
題
に
な
る
砂
地
盤
の
液
状
化
現
象
も

減
衰
を
大
き
く
す
る
。
減
衰
の
要
因
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
あ
り
、
す
べ
て
が
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
一
般
に
軟
弱
な
埋
立
地
盤
な
ど
で
は
減
衰
が
大
き
く
、
揺
れ
が
か
え
っ
て
弱
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。
た

だ
し
軟
弱
な
地
盤
で
は
、
揺
れ
が
収
ま
っ
た
後
で
も
地
盤
が
元
に
戻
ら
ず
、
不
同
沈
下
や
亀
裂
な
ど
が
生
じ
、
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「

第三章揺れを予測する ｰ

か
げ
や
ま
て
て
ん
の
う

影
山
手
の
御
影
霊
園
や
兵
庫
区
天
王
町
の
石
井
墓
地
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
墓
石
が
転
倒
し
て
い
な
い
所
も
あ
っ

た
。
調
査
の
際
、
高
台
に
あ
る
石
井
墓
地
の
近
く
に
住
む
主
婦
が
、
す
ず
し
い
顔
を
し
て
「
下
の
方
は
大
変

そ
う
で
す
ね
」
と
い
っ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
地
震
の
際
に
揺
れ
に
く
い
の
は
、

こ
の
地
域
に
花
崗
岩
が
露
出
し
て
い
て
、
地
震
波
を
あ
ま
り
増
幅
さ
せ
な
い
た
め
で
あ
る
。
表
５
と
対
応
さ

せ
る
と
地
震
基
盤
が
露
出
し
て
い
る
地
域
と
考
え
て
よ
い
。

一
方
、
大
阪
湾
に
沿
っ
て
は
、
逆
に
柔
ら
か
い
土
で
覆
わ
れ
た
埋
立
地
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
地
域
で

も
墓
石
の
転
倒
率
γ
は
四
○
％
以
下
に
下
添
っ
て
い
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
柔
ら
か
い
地
盤
が
地
震
波

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
収
し
て
、
か
え
っ
て
揺
れ
を
減
衰
さ
せ
る
効
果
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
柔
ら
か
い
地
盤
は
地
震
の
際
に
沈
ん
だ
り
、
横
に
動
い
た
り
す
る
た
め
、
道
路
に
亀
裂
が
生

じ
た
り
、
橋
が
落
ち
た
り
、
港
の
岸
壁
が
壊
れ
た
り
と
い
っ
た
被
害
が
多
数
承
ら
れ
た
。

こ
の
地
域
の
地
盤
は
六
甲
山
に
平
行
に
同
じ
よ
う
な
構
造
が
続
い
て
い
る
。
図
畑
の
下
側
に
、
Ａ
Ｉ
Ｂ
の

線
で
切
っ
た
と
き
の
、
深
さ
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
ま
で
の
地
盤
の
断
面
図
を
例
と
し
て
示
す
。
六
甲
断

層
よ
り
海
側
は
、
大
阪
層
群
と
呼
ば
れ
る
堆
積
層
に
覆
わ
れ
て
い
る
が
、
大
阪
層
群
は
新
第
三
紀
か
ら
洪
積

世
（
最
近
は
更
新
世
と
呼
ぶ
）
に
か
け
て
の
堆
積
層
の
総
称
で
上
に
行
く
ほ
ど
柔
ら
か
く
な
る
。
さ
ら
に
海

岸
付
近
、
た
と
え
ば
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
を
例
に
と
れ
ば
、
そ
の
上
に
二
○
メ
ー
ト
ル
程
度
の
沖
積
層
、
さ

ら
に
は
二
○
メ
ー
ト
ル
程
度
の
柔
ら
か
い
埋
立
土
砂
の
層
が
あ
る
。
一
方
、
地
震
基
盤
で
あ
る
花
崗
岩
の
地
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図18気象庁による震度7の分布と地下構造の関係（上
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第三章揺れを予測する

の
比
較
的
深
い
場
所
に
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
〃
震
災
の
帯
″
は
、
地
震
基
盤
が
段
差
状
に
食
い
違
う
地
盤
構
造
の
影
響
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
図
娼
の
下
側
に
示
す
よ
う
な
地
溌
構
造
を
モ
デ
ル
化
し
て
、
地
震
基
盤
の
下
か

ら
地
震
波
が
入
る
よ
う
な
条
件
で
数
値
計
算
す
る
と
、
〃
震
災
の
帯
〃
で
の
強
い
揺
れ
に
は
、
そ
の
直
下
の

地
盤
に
よ
る
増
幅
作
用
だ
け
で
な
く
、
地
震
基
盤
の
段
差
か
ら
新
た
に
生
ま
れ
た
地
震
波
の
影
響
も
加
わ
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
図
娼
の
下
側
の
図
を
使
っ
て
説
明
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

神
戸
で
は
、
震
源
断
層
で
強
い
地
震
波
を
出
し
た
部
分
は
比
較
的
深
部
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
出
た
地
震
波

が
段
差
の
あ
る
地
震
基
盤
に
下
か
ら
入
射
す
る
。
そ
の
際
、
〃
震
災
の
帯
〃
と
な
っ
た
地
点
に
は
主
に
二
つ

の
経
路
か
ら
地
震
波
が
到
達
す
る
。
一
つ
は
上
向
き
の
矢
印
が
示
す
よ
う
な
、
大
阪
層
群
中
を
下
か
ら
上
に

伝
わ
る
波
動
で
あ
る
。
大
阪
層
群
は
花
崗
岩
に
比
べ
柔
ら
か
い
の
で
、
地
震
基
盤
を
通
過
す
る
過
程
で
地
震

波
は
大
き
く
増
幅
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
も
う
一
つ
は
、
段
差
の
縁
に
沿
っ
て
花
崗
岩
の
な
か
を
地
表
ま
で

伝
わ
っ
た
波
が
縁
か
ら
新
し
い
地
震
波
を
生
染
出
し
、
そ
れ
が
右
横
向
き
の
矢
印
の
よ
う
に
大
阪
層
群
中
を

伝
わ
る
経
路
で
あ
る
。
震
度
７
を
記
録
し
た
〃
震
災
の
帯
″
付
近
で
、
二
つ
の
経
路
を
伝
わ
る
波
の
到
達
時

刻
が
一
致
し
地
震
波
が
重
な
っ
て
さ
ら
に
揺
れ
を
大
き
く
し
た
の
で
あ
る
。
図
の
よ
う
に
地
震
基
盤
に
一
・

五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
段
差
の
あ
る
地
盤
構
造
を
考
え
る
と
、
〃
震
災
の
帯
″
で
卓
越
す
る
地
震
波
の
周

期
は
一
～
二
秒
程
度
と
な
り
、
観
測
記
録
と
も
よ
く
一
致
す
る
。

〃
一
震
災
の
帯
″
と
い
う
呼
び
名
は
、
当
時
東
大
地
震
研
究
所
の
嶋
本
利
彦
氏
に
よ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

地
震
直
後
に
、
現
地
調
査
を
し
な
が
ら
新
聞
で
そ
れ
を
承
た
と
き
、
実
に
的
を
射
た
表
現
だ
と
思
っ
た
。
言

葉
ど
お
り
神
一
戸
か
ら
西
宮
に
か
け
て
、
被
害
の
大
き
い
地
域
は
、
東
西
に
帯
状
に
つ
ら
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。

〃
震
災
の
帯
″
で
の
被
害
が
ま
わ
り
に
比
べ
て
あ
ま
り
に
大
き
か
っ
た
た
め
に
、
地
震
発
生
直
後
は
、
そ
の

下
に
震
源
断
層
が
延
び
、
伏
在
す
る
断
層
が
隠
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
た
。
震
源
に
近
い
ほ
ど

揺
れ
が
強
い
と
思
っ
た
結
果
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
震
源
断
層
で
起
こ
っ
て
い
る
は
ず
の
余

震
の
分
布
の
中
心
は
〃
震
災
の
帯
″
を
は
ず
れ
、
そ
れ
よ
り
北
側
の
六
甲
断
層
帯
と
重
な
っ
て
い
た
。
図
肥

の
上
側
の
図
に
は
、
気
象
庁
に
よ
る
余
震
の
震
源
の
位
置
が
規
模
に
応
じ
た
丸
印
で
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
余
震
分
布
か
ら
は
震
源
断
層
が
六
甲
断
層
帯
の
真
下
に
あ
る
と
考
え
る
方
が
よ
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

そ
の
後
の
地
震
記
録
の
解
析
な
ど
か
ら
、
強
い
地
震
波
を
出
し
た
部
分
は
深
さ
一
○
～
二
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

層
は
『
六
甲
断
層
帯
を
挟
ん
で
海
に
向
か
っ
て
一
気
に
一
○
○
○
メ
ー
ト
ル
以
上
も
落
ち
込
承
、
大
き
な
段

差
構
造
を
示
し
て
い
る
。
今
回
の
地
震
で
ば
地
表
ま
で
断
層
が
達
し
な
か
っ
た
が
、
六
甲
断
層
帯
の
活
動
に

よ
っ
て
で
き
た
構
造
で
あ
る
。
〃
震
災
の
帯
″
は
、
ち
ょ
う
ど
埋
立
地
と
六
甲
山
の
花
崗
岩
の
露
出
地
帯
と

の
間
に
出
現
し
た
。

″
震
災
の
帯
″
の
原
因
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長
周
期
地
震
動

平
成
・
一
五
（
二
○
○
三
）
年
九
月
三
ハ
日
、
北
海
道
の
十
勝
沖
で
Ｍ
八
・
○
の
地
震
が
発
生
し
た
。
こ
の

。
と
傘
舎
』
傘
幸
い

と
き
震
源
か
ら
二
○
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
も
離
れ
た
苫
小
牧
の
出
光
興
産
北
海
道
製
油
所
で
石
油
タ
ン
ク

の
火
災
が
あ
っ
た
。
周
期
が
五
～
一
○
秒
も
の
長
周
期
の
地
震
動
が
長
時
間
卓
越
し
て
、
タ
ン
ク
の
な
か
に

入
っ
て
い
た
油
を
共
振
さ
せ
る
ス
ロ
ッ
シ
ン
グ
と
い
う
現
象
が
起
こ
り
、
タ
ン
ク
の
浮
き
蓋
と
側
壁
が
接
触

し
て
火
花
が
発
生
し
、
油
に
引
火
し
た
の
が
原
因
で
あ
っ
た
。

ま
た
翌
ニ
ハ
年
一
○
月
一
三
日
の
新
潟
県
中
越
地
震
（
Ｍ
六
・
八
）
で
は
、
震
源
か
ら
二
○
○
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
も
離
れ
た
東
京
で
エ
レ
ベ
ー
タ
に
関
す
る
事
故
が
あ
っ
た
。
港
区
六
本
木
の
五
四
階
建
て
の
高
層
ビ
ル
、

「

第三章揺れを予測する

計
算
の
条
件
に
よ
っ
て
多
少
異
な
る
が
、
地
震
基
盤
か
ら
入
射
す
る
地
震
波
の
振
幅
を
一
と
す
る
と
、
大

阪
層
群
を
下
か
ら
伝
わ
る
波
の
振
幅
は
ほ
ぼ
二
倍
に
な
り
、
段
差
の
縁
か
ら
生
じ
る
波
の
影
響
で
〃
震
災
の

帯
″
で
は
さ
ら
に
一
・
五
倍
加
算
さ
れ
、
両
者
を
合
わ
せ
る
と
地
震
基
盤
に
入
射
す
る
地
震
波
の
三
倍
く
ら

い
の
大
き
な
揺
れ
に
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

地
震
基
盤
の
段
差
か
ら
出
る
地
震
波
は
、
ち
ょ
う
ど
水
を
入
れ
た
バ
ケ
ツ
の
底
を
た
た
い
た
と
き
、
バ
ケ

ツ
の
縁
か
ら
中
心
に
向
か
っ
て
出
る
波
と
よ
く
似
て
い
る
。
バ
ケ
ツ
が
花
崗
岩
の
基
盤
、
水
が
大
阪
層
群
に

対
応
す
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
こ
の
種
の
波
が
最
近
さ
ら
に
注
目
を
集
め
て
い
る
。

盤
皇趣

長く・大きく揺れる

A,塵
軟
弱
地
盤
は

数
十
メ
ー
ト
ル

口
ｒ
』
岨
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図19平野での長周期地震動の発生のしくみ

六
本
木
ヒ
ル
ズ
で
の
こ
と
で
あ
る
。
震
度
は
３
程
度

で
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た
の
で
、
地
震
の
揺
れ
を

感
知
し
て
エ
レ
ベ
ー
タ
を
緊
急
停
止
さ
せ
る
装
置
が

働
か
な
い
エ
レ
ベ
ー
タ
が
あ
り
、
そ
の
ま
ま
運
転
を

続
け
た
た
め
に
、
機
器
が
損
傷
し
た
り
ワ
イ
ヤ
ー
が

絡
ま
っ
た
り
す
る
事
故
が
発
生
し
た
。
な
か
に
は
ワ

イ
ヤ
ー
の
一
部
が
切
断
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
ま
た

震
源
に
近
い
新
潟
県
で
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
エ
レ

ベ
ー
タ
の
閉
じ
込
め
事
故
が
、
首
都
圏
で
は
一
○
件

ほ
ど
も
発
生
し
た
。
こ
れ
ら
の
被
害
の
原
因
は
い
ず

れ
も
長
周
期
地
震
動
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

六
本
木
ヒ
ル
ズ
で
は
そ
の
後
、
長
周
期
地
震
動
に
も

対
応
で
き
る
装
置
を
導
入
し
、
平
成
一
九
年
七
月
一

六
日
の
新
潟
県
中
越
沖
地
震
（
Ｍ
六
・
八
）
の
際
に

は
、
無
事
エ
レ
ベ
ー
ヌ
が
緊
急
停
止
し
て
事
故
は
発

生
し
な
か
っ
た
。
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第三章揺れを予測する

た
地
域
、
海
側
の
埋
立
地
で
地
盤
の
液
状
化
な
ど
に
よ
っ
て
被
害
が
出
た
が
、
揺
れ
に
よ
る
建
物
の
被
害
が

比
較
的
少
な
か
っ
た
地
域
な
ど
で
あ
る
。

《
図
か
ら
、
葺
合
や
海
洋
気
象
台
は
〃
震
災
の
帯
″
の
縁
に
位
置
す
る
し
、
震
度
７
と
６
強
の
境
目
付
近
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
残
念
な
が
ら
〃
震
災
の
帯
″
の
な
か
で
は
観
測
記
録
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
白

抜
き
で
計
算
さ
れ
た
波
形
か
ら
の
推
定
値
を
示
す
。
値
は
震
度
７
と
な
る
。
神
戸
大
学
は
山
側
の
ほ
と
ん
ど

被
害
の
な
い
地
域
、
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
は
海
側
の
埋
立
地
に
属
し
、
そ
れ
ぞ
れ
震
度
６
弱
な
い
し
、
６
強

と
の
境
目
に
対
応
す
る
。
地
盤
の
液
状
化
に
よ
っ
て
揺
れ
の
小
刻
承
な
成
分
が
相
対
的
に
少
な
く
な
っ
た
ポ

ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
の
記
録
は
、
や
や
ａ
と
ｖ
の
比
が
小
さ
く
五
以
下
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
ほ
か
の
記
録
は

震
度
の
大
小
に
か
か
わ
ら
筑
島
は
五
と
一
○
の
間
に
位
置
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
に
対
し
、
宮
城
県
沖
の
地
震
の
震
央
付
近
で
観
測
さ
れ
た
記
録
を
黒
丸
で
描
い
て
み
る
と
、
水
平
方

向
の
加
速
度
が
ほ
ぼ
重
力
の
加
速
度
と
同
じ
一
○
○
○
卿
近
く
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
兵
庫
県
南
部
地
震
の
葺

合
や
海
洋
気
象
台
の
値
に
匹
敵
す
る
。
と
こ
ろ
が
速
度
は
、
そ
れ
ら
の
約
四
分
の
一
で
四
苛
比
が
二
○
～
四

○
と
非
常
に
高
い
値
を
示
す
こ
と
が
わ
か
る
。
お
か
げ
で
震
度
は
、
神
戸
大
学
な
承
の
６
弱
と
な
り
、
重
大

な
被
害
を
出
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
説
明
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
地
震
計
で
観
測
さ
れ
た
加
速
度
値
だ
け
で
被
害
を
論
じ
る
と
「
加
速
度
が
大
き
い
の
に

な
ぜ
被
害
が
出
な
い
の
か
？
」
と
い
う
例
の
疑
問
に
行
き
当
た
る
。
工
学
で
い
う
加
速
度
値
の
元
は
墓
石
に

10000

(gal)

加
速
度

a

、
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ン
チ
メ
ー
ト
ル
毎
秒
）
、
縦
軸
に
ａ

（
理
を
取
り
そ
れ
ぞ
れ
〃
対
数
″

で
表
示
さ
れ
て
い
る
。
図
に
は
震
度

の
領
域
も
示
さ
れ
て
い
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
、
震
度
が
大
き
け
れ
ば
被

害
は
出
る
し
、
小
さ
け
れ
ば
被
害
は

な
い
．

宮
城
県
沖
の
地
震
と
は
反
対
に
大

き
な
被
害
を
出
し
た
兵
庫
県
南
部
地

震
の
強
震
記
録
の
ａ
と
ｖ
も
図
に
描

い
て
ふ
た
（
三
角
印
）
。
神
戸
市
内

で
は
、
い
く
つ
か
の
地
点
で
強
震
記

録
が
観
測
さ
れ
て
い
た
。
〃
震
災
の

帯
″
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
被
害
の

甚
大
な
地
域
を
中
心
に
、
山
側
の
六

甲
山
地
で
ほ
と
ん
ど
被
害
の
な
か
っ

一

ｴ43 T〃つ
、

i
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第三章揺れを予測する

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

き
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
地
震
の
性
質
は
以
前
に
比
べ
て
よ
く
わ
か
っ
て
き
た
し
、
揺
れ
に
対
す
る
震
源
や
地
盤

の
影
響
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
強
震
動
予
測
の
現
状
と
課
題
を
整
理
し
て
承
よ
う
。

強
震
動
予
測
の
手
順
を
簡
単
に
い
え
ば
、
①
対
象
と
す
る
地
震
を
想
定
す
る
、
②
そ
の
地
震
に
対
し
て
震

源
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
、
⑧
揺
れ
を
予
測
す
る
地
点
の
地
盤
を
含
む
、
震
源
か
ら
予
測
地
点
ま
で
の
地
下
構

造
を
モ
デ
ル
化
す
る
、
④
以
上
の
モ
デ
ル
に
し
た
が
い
、
数
値
計
算
に
よ
っ
て
強
震
動
を
計
算
す
る
、
の
四

つ
の
過
程
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
ど
の
一
つ
の
過
程
が
達
成
で
き
な
く
て
も
対
象
地
点
の
揺
れ
は
予
測
で

強
震
動
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

強
震
動
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
す
で
に
起
こ
っ
た
過
去
の
地
震
に
よ
る
揺
れ
の
再
現
を
指
す
場
合

が
多
い
。
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
用
い
る
計
算
手
法
の
概
要
や
再
現
例
に
つ
い
て
は
、
山
中
浩
明
ほ
か
『
地

震
の
揺
れ
を
科
学
す
る
』
（
平
成
一
八
年
）
に
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
こ
こ
で
曙

手
法
に
つ
い
て
の
細
か
な
説
明
は
し
な
い
が
、
過
去
に
起
こ
っ
た
地
震
を
対
象
に
し
た
途
端
に
、
強
震
動
予

測
の
①
と
②
の
過
程
は
不
必
要
に
な
る
。
こ
の
た
め
難
易
度
は
か
な
り
下
が
る
。
そ
れ
で
も
③
の
地
下
構
造

の
モ
デ
ル
化
は
必
要
で
、
精
度
よ
く
過
去
を
再
現
す
る
た
め
に
は
、
地
下
構
造
に
関
す
る
相
当
な
情
報
が
必

要
で
あ
る
。
揺
れ
を
予
測
す
る
地
点
で
、
対
象
と
な
る
地
震
の
震
源
近
傍
で
発
生
し
た
中
小
地
震
の
記
録
が

あ
れ
ば
、
地
下
構
造
モ
デ
ル
の
検
証
に
使
え
た
り
、
ま
た
計
算
手
法
に
よ
っ
て
は
地
下
構
造
モ
デ
ル
の
代
用

に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
長
年
に
わ
た
る
地
震
観
測
結
果
の
蓄
積
も
同
時
に
必
要
で
あ
る
。

『
地
震
の
揺
れ
を
科
学
す
る
』
で
は
、
大
正
二
一
（
一
九
一
三
）
年
の
関
東
地
震
と
平
成
七
（
一
九
九
五
）

年
の
兵
庫
県
南
部
地
震
の
強
震
動
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
地
下
構
造
に
関
し
て
い
え

ば
関
東
平
野
な
ら
び
に
そ
の
周
辺
で
は
長
年
の
地
下
構
造
探
査
の
結
果
の
蓄
積
が
あ
り
、
ま
た
神
戸
周
辺

を
含
む
大
阪
平
野
に
つ
い
て
も
、
兵
庫
県
南
部
地
震
後
に
精
力
的
な
地
下
探
査
が
行
わ
れ
て
十
分
な
デ
ー
タ

よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
水
平
震
度
で
あ
る
。
水
平
震
度
は
ゆ
っ
く
り
一
方
向
に
力
を
か
け
続
け
た
と
き
を
想
定

し
て
い
る
。
小
刻
承
な
揺
れ
に
な
る
ほ
ど
往
復
運
動
が
激
し
く
な
り
、
対
応
す
る
最
大
加
速
度
値
で
も
墓
石

の
竿
石
は
倒
れ
に
く
く
な
る
。
倒
れ
そ
う
に
な
る
と
反
対
方
向
に
力
が
働
く
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
水
平

震
度
か
ら
求
め
ら
れ
る
加
速
度
値
は
、
も
と
か
ら
ゆ
っ
た
り
し
た
揺
れ
を
あ
る
程
度
選
択
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
墓
石
か
ら
評
価
さ
れ
る
水
平
震
度
の
値
は
、
揺
れ
の
最
大
加
速
度
値
と
い

う
視
点
か
ら
ゑ
た
場
合
に
は
厳
密
さ
を
欠
い
て
い
る
が
、
地
震
の
揺
れ
に
よ
る
被
害
と
い
う
視
点
か
ら
承
れ

ば
、
そ
れ
な
り
に
合
理
的
な
指
標
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

４
現
状
と
課
題

～

’

一

Ｉ

甲
も
口

Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
ｊ
Ⅱ
Ｂ
Ｏ
Ｉ
Ⅱ
巳
ｐ
Ｆ
Ｉ
Ｌ
９
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
ｒ
Ⅱ
■
■
Ｕ
ｇ
ｂ
ｌ
ｑ
１
１
０
９
Ⅱ
０
Ⅱ
４
４
■
Ｉ
卜
Ⅱ
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「

震
源
を
特
定
で
き
な
い
地
震

海
溝
型
地
震
で
は
北
海
道
か
ら
九
州
に
至
る
ま
で
、
過
去
に
起
こ
っ
た
Ｍ
七
・
五
ク
ラ
ス
以
上
の
地
震
の

震
源
が
ず
ら
っ
と
な
ら
び
、
そ
れ
ら
の
地
震
の
ほ
と
ん
ど
で
ア
ス
ペ
リ
テ
ィ
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
た
め
そ
れ
ら
の
地
震
に
よ
る
揺
れ
を
計
算
す
れ
ば
、
よ
り
小
規
模
の
地
震
が
防
災
上
問
題
に
な
る
こ
と
は

き
わ
め
て
少
な
い
。

一
方
、
内
陸
型
地
震
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も
状
況
が
多
少
異
な
っ
て
い
る
。
内
陸
型
地
震
は
内
陸
直
下

で
し
か
も
ご
く
浅
い
と
こ
ろ
に
震
源
が
あ
る
た
め
、
震
源
の
規
模
が
小
さ
く
て
も
そ
の
直
上
で
は
無
視
で
き

な
い
被
害
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
活
断
層
の
情
報
を
も
と
に
特
定
さ
れ
た
震
源
断
層
に
つ
い
て

強
震
動
予
測
を
し
て
も
、
そ
れ
以
外
に
、
被
害
を
与
え
る
震
源
断
層
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
内
陸
型
地
震
の
発
生
域
は
上
部
地
殻
に
限
ら
れ
る
た
め
に
、
図
必
（
一
○
二
ぺ
ｉ
之
で

説
明
し
た
よ
う
に
Ｍ
が
六
・
五
以
上
に
な
る
と
そ
ろ
そ
ろ
震
源
断
層
が
地
表
に
顔
を
出
し
、
侭
Ｍ
が
六
・
八
を

き
ず

超
え
る
と
な
ん
ら
か
の
疵
が
地
表
地
震
断
層
と
し
て
確
認
で
き
る
と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
な
か
に
は
Ｍ
七
ク
ラ
ス
で
も
地
表
地
震
断
層
が
は
っ
き
り
と
は
現
れ
な
か
っ
た
と
い
う
報
告

蕊
も
あ
る
。
活
断
層
情
報
で
、
ど
こ
ま
で
小
さ
な
規
模
の
地
震
の
震
源
ま
で
特
定
で
き
る
か
と
い
う
疑
問
に
答

剰
え
る
た
め
の
一
つ
の
目
安
が
、
前
述
の
よ
う
な
一
度
の
地
震
に
よ
る
地
表
地
震
断
層
の
出
現
の
有
無
で
あ
る

潅
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
だ
け
で
は
、
到
底
問
題
の
答
え
に
は
到
達
で
き
な
い
。
大
事
な

揺
占
蔵
、
活
断
層
な
ど
過
去
の
内
陸
型
地
震
が
残
し
た
地
形
へ
の
痕
跡
や
地
下
構
造
調
査
か
ら
震
源
断
層
を
推

》
定
す
る
技
術
の
確
立
で
あ
る
。
は
っ
き
り
と
し
た
活
断
層
に
つ
い
て
の
研
究
は
数
多
く
行
わ
れ
て
い
る
が
、

震
源
を
特
定
で
き
な
い
地
震
の
観
点
か
ら
活
断
層
や
地
形
を
研
究
す
る
例
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
活
断
層
研

－1

で
、
レ
シ
ピ
に
よ
っ
て
煩
雑
な
震
源
モ
デ
ル
の
設
定
の
過
程
が
わ
か
り
や
す
く
な
り
、
強
震
動
予
測
が
地
震

学
の
専
門
家
以
外
に
も
広
が
っ
た
。
た
迄
レ
シ
ピ
が
作
ら
れ
て
も
、
内
陸
型
地
震
の
震
源
の
理
解
が
進
ん

だ
わ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
レ
シ
ピ
の
な
か
の
レ
シ
ピ
ら
し
く
な
い
部
分
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
る
際
に
、
断
層
面
の
ど
こ
が
大
き
く
す
べ
る
か
の
情
報
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
点
は
揺
れ
の
予
測

に
と
っ
て
の
大
き
な
不
確
定
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
予
測
さ
れ
た
震
源
断
層
が
、
隣
に
予
測
さ
れ

て
い
る
も
の
と
一
つ
の
地
震
と
し
て
連
動
す
る
か
し
な
い
か
も
、
震
源
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
際
の
も
う
一
つ

の
不
確
定
要
因
で
あ
る
。

過
去
に
発
生
し
た
複
数
の
地
震
の
解
析
結
果
か
ら
地
震
の
ス
ケ
ー
リ
ン
グ
則
（
九
九
ペ
ー
ジ
）
を
求
め
、

そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
経
験
的
に
震
源
モ
デ
ル
を
決
め
る
〃
レ
シ
ピ
〃
と
呼
ば
れ
る
強
震
動
予
測
の
手
順
書
が
提

案
さ
れ
て
い
る
（
地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
編
『
「
全
国
を
概
観
し
た
地
震
動
予
測
地
團
報
告
書
』
平
成
一
九

年
）
。
活
断
層
の
デ
ー
タ
が
あ
る
場
合
に
、
誰
で
も
震
源
断
層
の
モ
デ
ル
を
構
築
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
が

〃
レ
シ
ピ
〃
の
目
的
で
あ
る
。
レ
シ
ピ
と
は
料
理
の
調
理
法
の
よ
う
に
と
い
う
意
味
で
名
付
け
ら
れ
た
も
の

1

1
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０
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０
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第三章揺れを予測する

ス
テ
ム
の
構
築
も
必
要
で
あ
る
。
単
な
る
作
業
仮
説
に
基
づ
く
注
意
喚
起
に
終
わ
る
こ
と
な
く
、
責
任
の
も

て
る
定
量
的
な
評
価
を
め
ざ
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ぱ
、
か
え
っ
て
社
会
的
損
失
を
も
た
ら
す
危
険
性

が
あ
る
。

自
然
現
象
を
相
手
に
し
て
い
る
以
上
、
す
べ
て
が
わ
か
る
こ
と
は
な
い
。
地
震
予
知
で
あ
れ
強
震
動
予
測

で
あ
れ
、
現
状
の
知
識
の
到
達
点
を
わ
き
ま
え
て
、
未
解
決
な
部
分
を
補
う
方
策
を
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
協

力
に
よ
っ
て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
地
震
学
に
は
、
単
な
る
地
球
物
理
学
の
一

分
野
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
専
門
の
垣
根
を
取
り
払
っ
た
総
合
科
学
と
し
て
の
発
展
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

〆1

一

ｴうエ

~

園 寺室一百垂＝ー q■■一垣ー一 －』



＝←干蜘…~‐軍一一一一_…'一一Z舌－
－，－－1

N

〆
ｰ

巳

I

武村雅之(たけむら・まさゆき）

1952年京都市生まれ，東北大学大学院理学研究科博士課
程修了鯉学博士)．鹿島建設株式会社技術研究所入所
後，同研究・技術開発本部小堀研究室を経て，現在,名
古屋大学減災連携研究センター・エネルギー防災寄附研
究部門教撰日本地震学会，日本地震工学会，日本建築
学会等の理水や委員，中央防災会議専門委員などを務め
る.20W年日本地震学会詮文笈受賞．
著書『関東大震災』健島出版会，2003）

『手記で読む関東大震災』（古今書院，2005）
i地震の揺れを科学する』（共著，東京大学出版会
2006)

『天災日記一一鹿島龍蔵と関東大震災』（鹿島出版
会b2008)
昧曾有の大災害と地震学一一関東大震災』（古今
密院,2009)
『関東大震災を歩く一一現代に生きる災害の記憧』
佶川弘文館i2012)

I

’
凸
■
■
■
■
曰
Ⅱ
Ⅱ
日
日
■
■
８
■
ｌ
■
１
■

1

1
じしんにう署い

地震と防災 版
版

初
再

日
日

謁
加

月
月

８
８

年
年

８
３

㈹
伽

２
２中公新書Z961

ａ

■

■

凸

？

Ⅱ

１

０

■

凸

Ｈ

１

且

・

４

４

１

１

１

．

１

．

Ｉ

Ｉ

Ｌ

著者武村雅之

発行者小林敬和

本文印刷三晃印刷
カバー印刷大熊整美堂
製本小泉製本

発行所中央公論新社
〒104-8320

東京都中央区京橋2-8-7
髄話販売03-3563-1431

編集03-3563-3668
URLhtm:"wwwnchuko.co.jp/

1

1
定価はカバーに表示してあります6
落丁本・乱丁本はお手数ですが小社
販売部宛にお送りください．送料小
社負担にてお取り替えいたし堂す.

本書の無断複製(コピー)は著作楢法
上での例外を除き禁じられてい童す
また，代行業者等に依頬してスキャ
ンやデジダル化することは，たとえ
個人や家庭内の利用を目的とする溺
合でも著作描法遮反です．

1

1

つ

@2008MasayukiTAKEMURA

publishedbycHuoKoRONgsmmS",_W9
mnIEainJajanISBN978-4-12-101961-5C1240

１
１

や

1
1

’

ｌ
・
■

＝‐＝‐一一一＝一両


