
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル

内
　
海　
中
央
構
造
線
と
い
う
日
本
列
島
に
刻
ま
れ
た

地
形
的
、
地
質
学
的
な
特
徴
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら

い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
当
然
な
が
ら
様
々
な
捉
え
方
が

あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
今
日
は
越
境
す
る
信
州
を
テ
ー

マ
に
し
て
我
々
な
り
に
い
く
つ
か
の
視
点
で
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
私
の
知
っ
て
い
る
中
央
構

造
線
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
国
内
の
代
表
的
な
断
層
で
、
ま

だ
日
本
列
島
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
一
部
で
あ
っ
た
時

代
に
で
き
た
古
傷
だ
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
か
な
り
の

長
さ
が
あ
り
ま
す
ね
。

戸
　
田　
改
め
て
地
図
で
確
認
す
る
と
よ
く
分
か
り
ま

す
が
、
西
は
九
州
、
四
国
、
紀
伊
半
島
か
ら
渥
美
半
島

へ
入
っ
て
と
、
東
西
方
向
に
延
び
て
い
ま
す
が
、
浜
松

市
の
北
部
で
ぐ
っ
と
北
に
向
き
を
変
え
ま
す
。
そ
こ
か

ら
ず
っ
と
北
上
し
て
、
諏
訪
湖
付
近
へ
。
そ
の
先
は
東

に
向
か
っ
て
関
東
の
ほ
う
に
行
く
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

非
常
に
壮
大
な
視
点
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
中

で
三
遠
南
信
地
域
は
、
東
西
に
走
っ
て
い
た
中
央
構
造

線
が
北
上
し
て
い
く
よ
う
な
エ
リ
ア
に
な
っ
て
い
ま
す
。

今
日
的
な
視
点
で
こ
の
中
央
構
造
線
を
捉
え
る
と
、
行

政
区
域
を
越
え
て
い
く
越
境
的
な
視
野
を
、
私
た
ち
に

も
た
ら
し
て
く
れ
ま
す
。

内
　
海　
ス
ケ
ー
ル
が
壮
大
過
ぎ
て
ど
こ
に
焦
点
を
あ

て
て
い
い
か
迷
い
ま
す
が
、
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
お
話

を
進
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
先
生
は
中
央
構
造
線
を
ご

覧
に
な
ら
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

戸
　
田　
も
う
三
十
年
ほ
ど
前
で
す
が
、
三
遠
南
信
自

動
車
道
を
計
画
し
て
い
る
と
き
に
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で

渥
美
半
島
か
ら
諏
訪
湖
ま
で
飛
行
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
谷
筋
・
尾
根
筋
を
上
空
か
ら
追
っ
て
い
き
な
が
ら

飛
ん
だ
の
で
す
が
、
長
野
・
静
岡
県
境
の
青あ
お
く
ず
れ崩峠
の
上

で
は
、
こ
こ
を
ど
う
や
っ
て
道
が
通
る
ん
だ
ろ
う
と
感

じ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
そ
の
と
き
の
気
象
状
況

も
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
北
か
ら
来
る
風
と
南
か

ら
来
る
風
が
ぶ
つ
か
っ
た
よ
う
な
感
じ
で
、
ヘ
リ
が
ぐ

ら
っ
と
揺
れ
た
ん
で
す
よ
。
何
か
秘
境
的
な
ん
だ
け
れ

ど
壮
大
で
、
通
常
の
日
本
の
考
え
方
と
は
違
う
感
覚
を

覚
え
ま
し
た
。

内
　
海　
そ
ん
な
場
所
に
道
路
を
通
そ
う
と
い
う
の
で

す
か
ら
、
土
木
技
術
も
か
な
り
高
度
な
も
の
が
求
め
ら

れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
国
土
形
成
に
も
関
わ
る

軸
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
ん
で
す
ね
。

戸
　
田　
こ
の
現
代
の
国
土
形
成
の
物
語
は
、
豊
橋
が

分
岐
点
に
な
る
ん
で
す
が
、
太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
に
対

す
る
新
た
な
国
土
軸
と
い
う
捉
え
方
を
し
ま
す
。
こ
の

渥
美
半
島
か
ら
西
に
延
び
る
中
央
構
造
線
地
域
を
第
二

国
土
軸
と
呼
び
ま
す
。
一
九
六
四（
昭
和
三
九
）年
に
ワ

イ
ズ
マ
ン
国
連
調
査
団
と
い
う
、
国
連
技
術
援
助
計
画

に
基
づ
い
て
編
成
さ
れ
た
調
査
団
が
日
本
に
や
っ
て
来

て
、
従
来
の
国
土
軸
が
非
常
に
集
密
に
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
第
二
国
土
軸
の
案
を
出
し
て
き
た
の
で
す
。

ワ
イ
ズ
マ
ン
の
レ
ポ
ー
ト
に
は
「Possibility for 

the second route East / W
est from

 
Shizuoka to N

agasaki w
ould be created

」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
は
、
ま
だ
北
上
す
る

三
遠
南
信
自
動
車
道
の
議
論
は
な
い
の
で
、
渥
美
半
島

か
ら
中
央
構
造
線
沿
い
に
四
国
、
九
州
を
繋
ぐ
ル
ー
ト

を
第
二
国
土
軸
と
考
え
た
わ
け
で
す
ね
。

　
こ
れ
を
元
に
地
域
づ
く
り
の
運
動
に
発
展
し
、
第
二

国
土
軸
構
想
推
進
協
議
会
が
一
九
九
〇（
平
成
二
）年
に

組
織
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
日
本
を
い
ろ
い
ろ
な
国
土

軸
で
考
え
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
太
平
洋
新
国
土

軸
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
は
や
や
下
火
で
す
け
ど
ね
。

も
う
一
つ
の
日
本
を
考
え
る

内
　
海　
な
る
ほ
ど
、
第
二
国
土
軸
の
経
緯
は
初
め
て

知
り
ま
し
た
。
私
は
、
大
学
で
環
境
工
学
を
学
ん
だ
影

響
も
あ
り
ま
し
て
、
何
か
右
肩
上
が
り
の
時
代
の
発
想

な
の
か
な
と
、
橋
を
次
々
に
架
け
て
い
く
と
か
、
ハ
ー

中央構造線HPより中央構造線HPより

内
海
　
巌

U
chium

i Iwao

戸
田 

敏
行

Toda Toshiyuki

対
　
　
談

地
球
的
規
模
で
創
造
さ
れ
た
中
央
構
造
線
を
、
日
本
人
は
古

来
よ
り
様
々
な
目
的
で
利
用
し
て
き
ま
し
た
。
南
北
を
直
線

的
に
結
ぶ
地
形
に
、
文
化
や
信
仰
が
行
き
来
し
ま
し
た
。
塩

な
ど
の
物
資
も
運
ば
れ
ま
し
た
。
そ
の
険
し
さ
か
ら
、
都
よ

り
逃
れ
再
起
の
時
を
う
か
が
っ
た
者
も
い
ま
し
た
。
戦
国
時

代
に
は
軍
を
進
め
る
道
に
も
使
わ
れ
ま
し
た
。
文
明
が
発
達

す
る
と
、
合
理
性
や
利
便
性
を
追
求
す
る
近
代
化
の
波
に
取

り
残
さ
れ
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
で
す
が
価
値
観
の
多
様
性

を
重
ん
じ
る
今
日
に
お
い
て
、
有
す
る
歴
史
や
果
た
し
て
き

た
役
割
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
日
本
の
中
で
も
希
有

な
地
形
で
あ
る
中
央
構
造
線
を
改
め
て
問
い
直
し
ま
す
。

未
来
に
つ
な
が
る

現
代
の
街
道

越
境
視
点
か
ら

信
州
を
み
る

特
集= 

中
央
構
造
線
今
昔

未来につながる
現代の街道
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