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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
二
早
震
災
に
学
ぶ
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第一章震災に学ぶ

ひ
る

「
大
正
三
一
（
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
占
従
つ
い
て
一

つ
ず
つ
取
り
上
げ
て
ゑ
た
い
。

そ
も
そ
も
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
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
雌
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
ば
つ

か
わ
す
み
ひ
ろ
し

蝿
は
発
案
者
の
東
大
地
震
研
究
所
教
授
の
河
角
廣
（
一
九
○
四
～
七
二
）
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
恥
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
震
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
土
○
・
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
。
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第一章．腱災に学ぶ

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
興
（
域
は
§
詠
羅
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
○
○
弧
で
ほ
ぼ
癖
凌
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
承
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
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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
潰
数
．
半
潰
数
も
示
す
。
ま
た
焼
失
数
に
は
、
全
潰
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
潰
、
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
。

誇
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

如
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

ア
」震

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

‐
鐘
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
潰
、
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

第

一
一

一

偽
ｆ
８
津
守
〃
ず
ｒ
腔
勾
＃

ふ
き
あ
い

で
は
八
一
八
型
大
阪
ガ
ス
の
葺
合
供
給
所
で
八
○
二
邸
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
○
○
割
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
震
災
の
際
の
揺
れ
に
よ
る
直
接
の

被
害
は
、
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
み
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
承

解
か
れ
た
い
く
つ
か
の
結
果
を
紹
介
し
よ
う
。

２
震
災
を
読
承
解
く

。

､
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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
巻
き
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
一
つ
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
五
）
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
ど
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

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

い
ち
ろ
、
っ

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
。

‐
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
載
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
。
こ
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
。
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第二章地震を探る

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
ど
（
『
日
本
の
地

平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
の
兵
庫
県
南
部
地
震
の
後
、
国
健
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
二
一
（
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
赴
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
コ
ミ
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

健
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

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
す

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
み
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
お
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

み
、
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
房
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
旨
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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第二章地溌を探る

心 鋭
の
研
究
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
今
村
明
恒
は
二
つ
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
著
『
君
子

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

ご
臼
か
ら
水
平
震
度
を
求
め
る
式
は
、
大
森
以
前
に
工
科
大
学
（
後
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

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
一
三
年
に
『
震
災
予
防
調
査
会
報
告
』
第
二
一
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

座
り
の
具
合
を
示
す
ご
房
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

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
（
哨
詩
×
”
）
。

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
ご
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

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

い
」
と
い
う
こ
と
も
よ
く
あ
っ
た
。
と
き
に
は
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

、
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第二章地震を探る

－大森の調査に
よる震動方向
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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

壱
拝

10km
I』

図6明治24年濃尾地鯉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
代和彦呼成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
承
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
。で

あ
る
葵
瀞
と
磨
赫
か
ら
一
宇
談

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

一
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第二章地鍵を探る

必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
地
震
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
。

…

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
Ｉ
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
一
戸
で
は
、
地

さ
ん
ろ
く

震
を
起
こ
し
た
断
層
が
六
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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地溌を探る第二章１
１

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
鱒
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
。
．

⑭
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

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
ニ
ハ
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
ま
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
、
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

だ
け
長
く
す
る
。
逆
に
加
速
度
を
測
る
た
め
に
は
固
哨
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
城
扮
捧
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

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

１

Ｏ
ｑ
ｑ
６
Ｉ
・
ｇ
ｒ
■
７
１
．
０
●
わ
り
Ｐ
０
４
Ｉ
６
ｄ
１
ｌ
Ｕ
Ｉ
４
ｆ
』
Ｉ
■
Ｄ
甲
‐
。
６
４
０
■
■
４
９
４
１
９
０
口
ｂ
ｐ
Ｂ
０
０
０
ｄ
■
４
６
０
Ｇ
１
０
’
も
０
．
口
ｐ
■
０
０
■
■
■
■
■
■
４
■
■
二
■
Ｕ
一
■
？
６
０
■
■
■
９
９
■
？
、
■
甲
’
４
‐
‐
，
６
１
１
‐
Ｄ
Ｂ
『
■
・
■
今
●
０
６
９
｝
ｂ
０
●
。
。
Ｏ
Ｂ
″

、

一

67 66



ー●…
ーー

心
己

「

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
震
の
記
録
を
東
京
で
観
測
し
た
も

ｈ
、
一序

一
の
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
は
、
地
露
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
腱
の

《
一

記
録
の
価
値
は
永
遠
に
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。

み
‐
宇
一

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

句
。
↑
一

一
四
一
一．

》
一
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
の
関
東
地
震
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
溌
計
は
有
名
で
あ
る
。
こ
の
地
震
計
は

一
一
ｐ
ｅ
●

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
溌
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
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鐸
不
断
観
測
と
初
期
微
動

麩
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

地
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

蓉
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
９６

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

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
震
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
震
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
を
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
震
計
が
、
グ
レ
イ
・
ミ
ル
ン
・
ユ
ー
ィ
ン
グ
（
Ｇ
Ｍ
Ｅ
）
式
地
震
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
震
計
は
、
普
通
地
腿
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
鰹
計
の
原
型
を

な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
震
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

な
記
録
を
残
し
た
の
で
あ
る
。

、
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～
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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
一
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
垢
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
三
○
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
菫
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
は
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

P

ロ
リ
■
■
■
■
■
日
日
Ｕ
１
宅
■
１
口
・
１
０
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
０
Ⅱ
Ｅ
凸
Ｕ
Ⅱ
１
４
，
〃
ｌ
■
■
１
Ｇ
口
Ⅱ
■
Ⅱ
６
■
Ｉ
ｒ
０
ｐ
■
Ｅ
ｑ
ｂ
Ｂ
７
■
０
凸
９
勺
１
．
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
！
■
Ⅱ
１
凸
■
ｐ
二
ｄ
ｄ
Ｉ
６
８
９
０
垂
ｑ
Ｘ
Ｈ
Ｉ
■
，
各
Ｕ
■
■
１
■
８
■
７
－
１
■
■
■
ｒ
６
■
Ｉ
Ｌ
Ｕ
ｌ
巾
ｌ
１
Ｂ
ｇ
９
凸
■
●
ｄ
Ｊ
ｑ
１
‐

ノ
1 一

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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れ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
大
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

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
霞
源
距
離

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

村
は
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
地
霞
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
、

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
。

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

蝿
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

鍵
と
が
で
き
る
し
、
複
数
点
あ
れ
ば
よ
り
精
度
よ
く
震
源
の
位
置
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ま
で
は
、

地
主
に
震
度
分
布
か
ら
よ
く
揺
れ
た
場
所
を
見
つ
け
て
ど
の
あ
た
り
が
震
源
か
と
あ
い
ま
い
に
推
定
し
て
い
た

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

３７

前
述
の
式
は
、
溌
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
一
三
○
秒

考
え
て
承
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
震
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
配
日
日
閨
で
最
初
、
Ｓ
波
の
Ｓ
は
の
の
ｏ
ｇ
８
ｑ
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

狸
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
鞭
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
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地震を探る第二章

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

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
。

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
。

三
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
厭
っ
た
ら
ば
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
拳
に
苦
し
み
ま
し
た
。
：
…
・
」
（
中
村
左
衛
門
太
郎
箸
「
大
地
震
の
観
測
」
大
正
一
二
年
）

０
■
８
８
日
０
０
０
■
■
Ｏ
ｄ
０
ｄ
８
■
０
６
１
日
日
日
日
日
日
日
１
０
１
日
日
日
■
日
日
Ｏ
Ｊ
ｂ
６
０
日
日
０
■
■
８
１
１
０
日
■
Ｉ
８
０
ｌ
８
９
１
Ｉ
８
■
Ｕ
Ｉ
０
Ｆ
Ｉ
６
Ｉ
Ｂ
０

、

４
日
１
６
１
，
１
，
１
８
１
１
１
１
６
６
０
１
日
１
■
Ⅱ
Ⅱ
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
■
，
与
り
■
■
日
日
■
■
Ⅱ
０
０
Ｊ
Ⅱ
〃
Ｄ
Ｏ
ａ
！
■
ｊ
ｄ
Ｐ
ｆ
壁
早
ｒ
４
０
岨
Ｏ
Ｑ
ｆ
Ｄ
Ｄ
４
‐
■
Ｆ
砠
利
＃
１
州
何
回
岨
心
刈
抑
旧
咀
口
刷
Ｉ
Ｊ
１
心
Ｊ
鱒
如
心
咽
咽
日
日
ｆ
■
診
，
◆
・
も
烏
８
７
、
辨
勺
全
や
り
哺
イ
負
ｒ
１
個
ふ
り
〃
７
℃
’
ぜ
ひ
ｐ
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第二章地震を探る

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

れ
を
本
郷
で
観
測
し
た
の
解
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
一
三
一
八
七
七
～
一
九
二
三
）
は
、
同
侃
甘
§
甘
函
の
鳥
目
ｏ
自
侭
己

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
震
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
鯉
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
二
六
年
に
標
準
地
震
計
試
作
委
員
会
（
静
目
函
冒
呂
目
シ
ｎ
ｏ
堅
閏
ｏ
日
の
目
９
日
目
蔚
里
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
震
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
霞
計
で
、
揺
れ
で
ト
リ
ガ
ｊ
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
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
強
震

計
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
変
位
型
強
震
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

ふ
ｇ
あ
い

置
す
る
葺
合
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
麗
の
墓
尿
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
麓
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
一
一
丁
一
九
四
○
）

い
し
も
と
み
し
お
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第二章 地震を探る

し
て
、
一
般
国
民
の
立
場
か
ら
は
、
地
震
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
。

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
二
三
）
年
に
発
生
し
た
関
東
大
震
災
の
震
度
分
布
を
発
表
し

た
。
図
１
二
○
ペ
ー
ジ
）
は
そ
れ
を
も
と
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
地
震
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

新
た
な
問
題

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
震
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
。

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
庁
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

う
（
》
。
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可
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各
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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
み
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
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す
る
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第三章揺れを予測する

て
ん
け
い
わ
く
も
ん
せ
い
ｇ
ゆ
う

三
○
）
年
の
『
天
經
或
問
』
（
中
国
明
代
の
書
に
西
川
正
体
が
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
嬬
断
』
の
な
か
で
、
「
魚
は
陰
中
（
水
は
陰

ち
室
た

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
Ｑ
『
蕊
珊
謙
剛
践
』
で
は
、
「
鹿
島
の
要
石
と
い
う
事
兒
女
の
諺
に
し
て
云

ほ
畠
ｆ
孔
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
蝋
跡
暴
れ
て
地

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
ｓ

一
百
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

江
戸
時
代
の
人
々
の
地
震
観

地
震
の
原
因
に
つ
い
て
の
記
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
、

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

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
。

騨
茄
か
ら
戴
嚇
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

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

（
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
。

お
ん
み
よ
み
ど
う
．
か
ん
ぷ
ん
た
い
懲
よ
く

も
う
一
つ
の
要
素
は
、
陰
陽
道
の
思
想
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
、
寛
文
二
（
ニ
ハ
六
二
）
年
の
『
太
極

し
よ
う
と
く

ば
ん
ぷ
つ
か
い
い
く
ん
だ
ん
に
し
か
わ
じ
よ
け
ん
包
よ
う
ほ
う

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

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
震
の
震
源
を
ど
の
よ
う
に
モ
デ
ル
化
す
る
か
で
あ
る
。
日
本
で

．
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
震
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
承
よ
う
。

ー

1

１
７
４
ヶ
－
‐
町
‐
日
ｊ
０
ｊ
９
中
卜
か
Ｊ
■
ｌ
弓
‐
？
↑
．
“
９
０
Ｔ
ｑ
ｒ
６
も
ｊ
ｌ

泗
旧
１
個
州
哩
０
，
０
●
Ｊ
Ⅱ
む
ず
８
３
Ｊ
‐
ｖ
Ｄ
ｊ
も
ｒ
ｂ
延
私
知
Ｉ
ｆ
ｐ
４
Ｖ
４
對
日
ｑ
勺
田
な
可
１

一

8485 1



ー

や
し

一一一一一一一四

一一一一『

１
１
『
１

－
--_弓｡一ー←一一一一

第三章揺れを予測する

・
６
０
０
刈
刈
９
川
Ｊ
姫
４
口
Ｊ
忠
ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ｌ
Ｑ
Ⅱ
州
岨
岨
▼
ロ
噌
甜
Ｉ
山
０
８
１
１
‐
心
０
１
‐
ｏ
８
ｄ
咽
・
Ｂ
１
Ｉ
Ｉ
０
■
０
０
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｒ
０
０
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｌ
Ｕ
’
９
０
ｌ
ｌ
ｉ
９
１
Ｉ
１

ｊ
●
■
年
Ｑ
競
月
印
《
箔
員
■
０
日
更
け
泗
岬
砲
争
働
画
８
口
と
ｑ
母
脚
町
○
・
や
△
Ｄ
上
郡
咽
兎
馴
頷
西
口
氾
二
■
ｑ
叱
口
■
９
１
１
．
０
１
刈
餌
’
が
ｑ
１
１
１
９
曲
‐
‐
１
』
ｑ
Ｉ
Ｉ
ｈ
Ｉ
■
●
■
◆
ｂ
１
１
３
４
４
．

、

模
を
評
価
し
よ
う
と
し
て
生
ま
れ
た
の
が
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
で
あ
る
。

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

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
、
昭
和
一
○
（
一
九
三
五
）
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
ば
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
は
、
最
大
振
幅
値
を
“
（
ミ
ク
ロ
ン
）
で
表
し
、
そ
の
常
用
対
数
値
を
マ
グ
ニ
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
ン
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
つ

８７

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

二一
』

、

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

ヲ
（
や
。

地
震
は
な
ぜ
起
こ
る
の
か
？
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！一
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第三章揺れを予測する

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
恥
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
恥
で
あ
る
。
恥
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

恥
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
ば
、
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

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

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
は
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
。
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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
、
．
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
三
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
。

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
。

正
体
は
断
層

ー_～へ

、

保

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

『｢HE地震展』図録〔平成15年〕より転餓）
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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
二

八
九
一
）
年
の
濃
尾
地
震
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
溌
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
承
合
わ
せ
を
承

ぼ
ん
だ
ひ
ろ
ｇ
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
糖
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
。

ま
る
や
倉
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
承
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
、
溌
源
の
正
体
が
地
下
の
岩
盤
中
で
起
こ
る
断
層
で
あ
る
こ

＃
一
①
一 or

シングルカップルダブルカップル
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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
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～

、

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
加
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
承
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

ー
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戸

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

銘
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

郵
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

繼
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

揺轌
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
姻
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

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
溌
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
。

＃
司
一
億
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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

の振幅分布と鯉動方向
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第三章揺れを予測する

「

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
ー"一

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
甦
一
幸
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
（
六
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
過
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
、
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

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I

一
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１
１

’一

０
１

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

蔵
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
Ｄ
く
ら
い
で
あ
る
。

過
去
の
被
害
地
震
の
名
前
を
み
て
も
明
治
二
四
（
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

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

調
七
・
一
）
、
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
の
兵
庫
県
南
部
地
震
（
Ｍ
七
・
三
）
、
平
成
一
六
年
の
新
潟
県
中
越
地
震

独
（
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
。
み
な
名
は
体
を
表
し
て

揺
い
る
の
で
あ
る
。

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
含
囲
尉
蜀
自
序
”
§
目
の
ご
胃
。
牙
ご
）
効
果
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
Ｎ
Ｆ
Ｒ
Ｄ
効
果
は
内
陸
直
下
地

震
（
あ
と
で
内
陸
型
地
震
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
哩
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
〃
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
ブ
ル
カ
ッ
プ
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
．
冨
○
Ⅱ
庭
×
Ｆ
×
言
×
己
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
溌
源
パ
ラ
メ
ー
タ
と
呼
ん
で
い
る
。

、一戸
一＝

､

一

ｰ
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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

一
ゞ
鴻
鮮
艫
洲
繰
卵
騨
鍋
懐
地
震
断
層
と
呼
ん
で
い
る
．
兵
庫
県
南
部
地
震
の
際
、
淡
路
島
に
現

句
》

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
鰹
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

癌
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
・罐

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
。

雲
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
み
よ
う
。
先
に
内
陸
型
地
震
を
内
“

第
ｚ

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

一

１
１
１

一一

「

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
は
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

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

最
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
霞
の
震
源
断
層
が
ど
の
程
度
予
測
で
き
る
か
を
ぶ
て
承
る
こ
と
に
し
よ
う
。

内
陸
型
地
震
と
活
断
層

表
２
（
一
六
ペ
ー
ジ
）
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
震
動
予
測
に
と
っ
て
ま
さ
に
最
重
要
課
題

で
あ
る
。

２
震
源
断
層
を
知
る

一ﾐー

､

一
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揺れを予測する第三章

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
溌
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
象
、
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

("溝.5)I(W里監）
W=15km

コンラッド面

モホ面

図14地殻内での地震の発生域と地震規模（山中ほか
〔平成18年〕より転職)。LとWは震源断層の長さと幅、
Mは気象庁マグニチュード

一

－－，一ー
、

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

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

さ
れ
で
ぃ
竜
そ
の
う
ち
の
上
部
約
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
分
が
、
震

源
断
層
の
存
在
が
可
能
な
上
部
地
殻
で
あ
る
。
上
部
地
殻
と
下
部
地

殻
と
の
境
界
は
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
不
連
続
面
と
呼
ば
れ
る
面
で
境
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
多
い
。

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

を
調
べ
、
一
方
で
地
表
地
震
断
層
を
と
も
な
っ
た
か
ど
う
か
を
調
べ

る
と
、
気
象
庁
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
Ｍ
が
六
・
五
～
六
・
八
付
近
を
境

に
し
て
、
そ
れ
よ
り
Ｍ
が
大
き
い
地
震
で
は
、
断
層
の
幅
が
一
五
キ

ロ
メ
ー
ド
ル
付
近
で
飽
和
し
、
同
時
に
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
地
震
が

地
表
地
震
断
層
を
と
も
な
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
図
陞
は
そ
の

様
子
を
模
式
的
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
大
地

震
で
は
、
幅
方
向
に
、
地
震
が
発
生
で
き
る
上
部
地
殻
の
厚
さ
で
制

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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第三章揺れを予測する

表3歴史地震との対応が推定される活断層（地腱鯛査

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
書
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
は
一
二
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
Ｍ
七
・
四
の
地
震
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
承
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
震
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

－

、
１

ー

ー

一

xo5一

zo4

断閤名 歴史鋤璽

泳軽山地西懇 1766年（明和3年）の地愛

能代 1694年(元禄7年）能代地霞

真昼山地東鯛上部 1896年（明治29年）陸羽地鍵

横手盆地東縁 1896年（明治29年）随羽地歴

会津盆地西担 1611年(塵長16年）会卸地興

北伊豆 1930年（昭和5

個浪川（長野盆地西鋤 1847年（弘化4年）善光寺地農

跡沖川 1858年（安政5年）飛越地鹿

岡寺主部南部 1586年（天正13年）天正地展
●

福井平野東紐西部 948年（昭和23年）福井地風

濃尾（温見北西部・根尾谷･梅原） 891年（明治24年）濃尾地麗

木 沖川.854年(安政元年)伊賀上野地震

三方・花折北部 662年（寛文2年）の地風

山田郷村 927年（昭和2年)北丹後地震

有周一高槻 596年（文禄5年）慶長伏回峨里
■

六甲・溺路凪幸部（淡路島西岸） 995年(平成7年）兵庫県南部地露

山崎主甑北西部 888年（貞観10年）梱囲園地里

別府一万年山（別府湾一日出生束鄙） 1596年（慶長元年）慶長豊後地鍵

水縄 679年（天武7年）筑紫地震

野間断侭諮北西鄙 2005年(平成17年)椙岡県西方沖地興
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「

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

第三章揺れを予測する

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
震
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
。

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
震
に
関
す
る
調
査
研
究
を
す
す
め
る
こ
と
も
重
要

で
あ
る
。

１
１
１
１
．
１
１

》
（
》
◎

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
霞
の
発
生
場
所
で
あ
る
。
プ
レ
ー
ト
境
界
に
お
け
る
お
お
ま
か
な
地
霞
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
染
込
む
際
に
は
沈
み
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
み
込
承
に
と
も
な
っ
て
次
第
に
大
き
く
な
り
、
そ
の
力
が
グ
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
べ
る
領
域
と
、
普
段
か
ら
じ
わ
じ
わ
ず

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

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

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

と
、
ど
こ
で
も
道
は
急
な
上
り
坂
と
な
り
、
御
影
石
と
呼
ば
れ
る
”
艤
創
で
で
き
菫
ハ
甲
山
地
に
入
る
。
そ

み
か
げ
い
し

の
際
嵯
ハ
甲
断
層
帯
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
活
断
層
が
あ
る
。
図
把
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
ゑ
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
震
発
生
当
初
よ
り
〃
震
災
の
帯
″
と
い
わ
れ
て
い
た
。

ひ
が
し
な
だ
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

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
震
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
。
．
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
費
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
、

一
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瓢
雌
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

て
ん
の
う

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
が
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

坐
一じ

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
み
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
肥
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
函

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

34p50

一
一 －_ﾐミ

I
一

一
膳

I 一
一

34．45

。
。

／
Ｎ
Ⅱ
ジ

霧
ヘ

7の地域
竺一/､I34.4.,」檸蕨./-:W,瓦ノ吃

Wi爵…・多謬 ゞ ‘
簿､＊鰻”1：34．35’－．－

135．05'135．10’135．15'135･20'135･25'3．0

震災の帯

A六甲 断 層 帯 ‘ 和 田 岬 大 阪 湾 B
一

I
Ffp

ZI

鞭嘔”
ノ

f和田岬

諺
大阪ヌ雪

ゴ

三一
～員盈● 一

、

1
凸

1
一一‘ (埋立地）

1km

１
１

ｌ
Ⅱ
Ｉ
山
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
。
Ⅱ
１
８
０
巳
二
日
■
■
凸
１
９
Ｊ
』
■
■
Ｋ
■
可
ｑ
、
副
口
別
Ⅲ
剛
朋
■
剛
四
四
〃
Ｂ
ａ

21<m

図18気象庁による震度7の分布と地下椴造の関係（上

図は気象庁編〔平成7年〕に加筆)。上図の影の領域は
震度7の地域、丸は余震、線は活断厨。A－Bでの断面
が下図にあたる。下図の矢印は地震波の伝播方向を示す
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第三章揺れを予測す為

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
肥
の
下
側
に
示
す
よ
う
な
地
盤
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
肥
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
僅
一
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
み
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
。

〃
震
災
の
帯
″
の
原
因

〃
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
ゑ
た
と
き
、
実
に
的
を
射
た
表
現
だ
と
思
っ
た
。
言

葉
ど
お
り
神
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
娼

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
疑
大
き
な
段

差
構
造
を
示
し
て
い
る
。
今
回
の
地
震
で
は
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
。
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申
守
り

第三章揺れを予測する

長
周
期
地
震
動

平
成
一
五
三
○
○
三
年
九
月
二
六
日
、
北
海
道
の
十
勝
沖
で
Ｍ
八
・
○
の
地
震
が
発
生
し
た
。
こ
の

と
ま
こ
ま
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
（
型
ハ
。
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
、

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
。

１
口
１
口
凸
１
１
０
Ⅱ
１
０
ｌ
Ｉ
ｌ
７
０
６
９
ｂ
Ｈ
Ｂ
ｄ
Ｕ
ｐ
■
４
８
９
■
Ｐ
。
■
■
Ⅱ
Ⅱ
■
。
８
Ｋ
〃
■
Ｄ
ｔ
Ｕ
』
■
ｑ
Ⅱ
■
■
９
８
■
０
凸
１
１
口
■
■
ｑ
４
早
凸
■
■
■
■
早
口
■
、
ｊ
■
■
■
■
■
ｇ
ｏ
ｄ
胃
■
山
国
８
９
凸
Ｂ
ｑ
Ｈ
１
６
ｚ
４
ｄ
■
０
日
８
８
８
ｌ
１
６
Ｉ
Ｈ
Ｉ
Ｉ
Ｙ
Ⅱ
Ｉ
０
Ｉ
０
Ｐ
凸
９
１
．
１
日
・
１
人
６

戸

ー
ー

、

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
久
が
緊
急
停
止
し
て
事
故
は
発

生
し
な
か
っ
た
。
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凸
日
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■
■
Ⅱ
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■
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９
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０
１
０
■
■
■
巳
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Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
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衷堂
a/v 4040／

10000

(gal)

加
速
度

a

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
み
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
葛
は
五
と
一
○
の
問
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
○
○
○
騨
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
守
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
ゑ
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
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図22震度と加速度、速度の関係

1 0 0 1 0 0 0

速度v(cm/s)

ン
チ
メ
ー
ト
ル
毎
秒
）
、
縦
軸
に
ａ

（
型
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
承
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

’
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揺れを予測する第三章

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
ふ
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
。

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
、
③
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

鈩

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

き
な
い
。

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
は
、

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
一
二
（
一
九
二
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
三
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

４
現
状
と
課
題

一

ｰ

冒
冒
１
１
１
１
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第三章揺れを予測する

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

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
図
」
報
告
雷
』
平
成
一
九

毎
。
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

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
だ
堀
レ
シ
ピ
が
作
ら
れ
て
も
、
内
陸
型
地
震
の
霞
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
。

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
侭
内
陸
型
地
震
の
発
生
域
は
上
部
地
殻
に
限
ら
れ
る
た
め
に
、
図
魁
（
一
○
二
ペ
ー
ジ
）
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
、
崎
Ｍ
が
六
・
八
を

超
え
る
と
な
ん
ら
か
の
鵬
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

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

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

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

点
は
、
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
、
細工

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
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第三章揺れを予測する

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
。

て
る
定
量
的
な
評
価
を
め
ざ
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
、
か
え
っ
て
社
会
的

が
あ
る
。

つ
い
て
の
言
及
も
避
け
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
〃
い
つ
″
の
予
測
か
ら
も
完
全
に

は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
強
震
動
予
測
の
一
部
に
地
震
予
知
の
多
く
の

と
に
な
る
。
地
震
予
知
を
凛
別
予
知
に
限
る
と
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が

は
で
き
な
い
が
、
強
震
動
予
測
は
で
き
る
と
い
う
考
え
を
手
放
し
で
認
め
る
こ
と

強
震
動
予
測
は
ま
だ
ま
だ
一
般
的
に
普
及
で
き
る
段
階
の
技
術
で
は
な
い
。
高

実
施
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
活
用
の
対
象
に
も
よ
る
が
、
予
測
が
は
ず
れ
た

ス
テ
ム
の
構
築
も
必
要
で
あ
る
。

地
震
予
知
は
難
し
い
、
こ
れ
か
ら
は
強
震
動
予
測
に
重
点
を
置
く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
人
も
い
る
よ
う

で
あ
る
。
地
震
予
知
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ど
の
く
ら
い
の
規
模
の
地
震
が
い
つ
ど
こ
で
起
こ
る
か
を
事
前

に
予
測
す
る
こ
と
で
あ
る
。
強
震
動
予
測
に
お
い
て
地
震
を
想
定
す
る
過
程
は
、
地
震
予
知
の
う
ち
の
ど
こ

で
ど
の
く
ら
い
の
規
模
の
地
震
が
起
こ
る
か
と
一
致
し
、
場
合
に
よ
っ
て
ば
そ
の
地
震
の
起
こ
る
可
指
生
仁

究
の
成
果
を
強
震
動
予
測
に
生
か
す
た
め
に
は
、
同
時
に
、
震
源
が
特
定
で
き
な
い
地
震
の
最
大
規
模
の
評

価
と
そ
れ
に
よ
る
強
震
動
レ
ベ
ル
を
推
定
す
る
こ
と
が
一
つ
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

Ｏ巧

以
上
の
よ
う
に
、
現
在
の
強
震
動
予
測
技
術
に
は
、
特
に
震
源
の
想
定
に
関
し
て
完
全
に
解
決
で
き
て
い

な
い
問
題
点
が
あ
る
。
新
聞
や
マ
ス
コ
ミ
に
先
端
技
術
と
し
て
華
々
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
際
に
は
、
そ
の

よ
う
な
点
に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
ま
り
な
い
が
、
未
解
決
な
部
分
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
補
う
か
が
社
会
に

役
立
つ
か
ど
う
か
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

単
な
る
作
業
仮
説
に
基
づ
く
注
意
喚
起
に
終
わ
る

〆
1

測
が
は
ず
れ
た
場
合
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
シ

る
こ
と
な
く
、
責
任
の
も

損
失
を
も
た
ら
す
危
険
性

｜
地
震
の
起
こ
る
可
能
性
に

解
放
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

、
そ
れ
で
も
、
地
震
予
知

は
で
き
な
い
。

度
な
専
門
知
識
の
も
と
で
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