
三角測量で求めた経緯度交差点

世界各地の名所にあるメルヘン石

「日本のへそです」大作戦 終戦当時の経緯度標柱 GPS測量で求めた交点に建設した日本のへそモニュメント

ひ
そ
か
な
お
国
自
慢
が
今
で
は
ふ
る
さ
と
の
シ
ン
ボ
ル
に
。

「
へ
そ
」
は
西
脇
市
の
ま
ち
づ
く
り
の
原
点
な
の
で
す
。

「
日
本
の
へ

「
日
本
の
へ
そ
」
そ
」
宣
言
か
ら
今
年
で

宣
言
か
ら
今
年
で
3535
周
年
周
年

「
日
本
の
へ
そ
」
宣
言
か
ら
今
年
で
35
周
年

「日本のへそ」は２つある!?
　　古い「へそ」は間違っているのか、というお
問い合わせはよくありますが、実は両方とも正
しいんです。
　地球は丸いと言われます。しかし、正確には
まん丸ではなく、赤道半径が極半径よりも長く、
例えるならばミカンのような形をしています。
そして、地球の表面は平らではないので、基準
の取り方によって地球の中心の位置も変わって
しまいます。経緯度は、地球の中心から見た角
度の表示ですから、地球の中心がずれるともち
ろん経緯度の数値も変わってしまうのです。
　肥後盛熊氏が指摘された経緯度交差点は三角
測量、平成の大測量で誕生した「もうひとつの
へそ」はＧＰＳ測量。測量方法が異なるだけで、
どちらも正しい「日本のへそ」なのです。
　地球って意外に丸くないんですよ。実際に日 
　　　　　　　　　　　　　　　本へそ公園の
　　　　　　　　　　　　　　　二つのへその
　　　　　　　　　　　　　　　間を歩いて、
　　　　　　　　　　　　　　　地球がまん丸
　　　　　　　　　　　　　　　でないことを
　　　　　　　　　　　　　　　体感してみて
　　　　　　　　　　　　　　　ください。
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西
脇
市
に
は
、
日
本
の
中
心
に
あ
た
る

東
経
1
3
5
度
と
北
緯
35
度
の
交
差
点
が

あ
り
、
私
た
ち
は
こ
れ
を
「
日
本
の
へ

そ
」
と
呼
ん
で
親
し
ん
で
い
ま
す
。

　

西
脇
市
が
全
国
に
向
け
て
「
日
本
の
へ

そ
」
を
宣
言
し
た
の
は
昭
和
52
年
、
今
年

で
35
周
年
を
迎
え
ま
す
。
今
で
は「
へ

そ
」
は
単
に
地
理
的
な
中
心
で
は
な
く
、

ふ
る
さ
と
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
ま
た
、

ま
ち
づ
く
り
の
原
点
と
し
て
西
脇
市
民
の

心
に
根
づ
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
育
ま
れ
て
き
た
か
、

35
周
年
を
契
機
に
「
日
本
の
へ
そ
」
を
も

う
一
度
見
つ
め
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
へ
そ
」
は
教
師
の
指
摘
か
ら
…

　
「
日
本
の
へ
そ
」
の
起
源
は
大
正
8
年

ま
で
遡
り
ま
す
。
東
京
高
等
師
範
付
属
小

学
校
の
肥
後
盛
熊
氏
が
こ
の
地
を
訪
れ
た

際
に
、「
こ
こ
に
は
、
ち
ょ
う
ど
日
本
の

中
心
に
当
た
る
東
経
1
3
5
度
・
北
緯
35

度
の
交
差
点
が
あ
る
」
と
指
摘
し
た
こ
と

に
始
ま
り
ま
す
。

　

大
正
11
年
、
肥
後
盛
熊
氏
が
指
摘
し
た

中
心
地
に
多
可
郡（
当
時
）教
育
委
員
会
の

創
立
50
周
年
事
業
と

し
て
、
標
柱
を
建
て

る
こ
と
が
決
ま
り
ま

し
た
。
大
正
12
年
、

陸
軍
参
謀
本
部
陸
地

測
量
部
が
交
差
点
の
位
置
を
確
認
、
標
柱

の
文
字
の
揮
毫
は
鈴
木
貫
太
郎
海
軍
大
将

（
後
の
内
閣
総
理
大
臣
）が
行
い
ま
し
た
。

　

播
州
鉄
道
（
現
在
の
Ｊ
Ｒ
加
古
川
線
）

が
近
く
を
走
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、

各
駅
に
啓
発
チ
ラ
シ
が
貼
ら
れ
、
兵
庫
の

お
国
自
慢
と
し
て
有
名
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
来
訪
者
で
に
ぎ
わ
っ
た
「
日

本
の
中
心
地
」
も
、
戦
争
に
よ
っ
て
い
つ

し
か
そ
の
存
在
を
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

忘
れ
ら
れ
た
「
へ
そ
」
が
再
デ
ビ
ュ
ー

　

昭
和
52
年
、
旧
西
脇
市
の
市
制
施
行
25

周
年
の
テ
ー
マ
「
み
な
お
そ
う
ふ
る
さ
と

運
動
」
の
中
で
、
西
脇
市
の
セ
ー
ル
ス
ポ

イ
ン
ト
を
再
認
識
し
、「
日
本
の
へ
そ
」を

宣
言
し
ま
し
た
。

　

翌
年
に
は
、
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
（
へ
そ

鳥
）
の
制
定
、「
北
海
道
の
へ
そ
」
富
良

野
市
と
友
好
都
市
親
善
協
定
を
締
結
、
第

「
日
本
の
へ
そ
」
の
歴
史

大
正
8
年　

肥
後
盛
熊
氏
が
「
経
緯
度
交

差
点
」
の
存
在
を
指
摘

　
大
正
11
年　

経
緯
度
交
差
点
標
識
の
建
立

を
決
定

　
大
正
12
年　

東
経
1
3
5
度
・
北
緯
35
度

交
差
点
の
「
大
正
大
測
量
」

　
昭
和
52
年　
「
み
な
お
そ
う
ふ
る
さ
と
運

動
」
を
展
開

　
昭
和
53
年　

経
緯
度
標
周
辺
を
整
備
、
日

本
の
へ
そ
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク

を
制
定
、
北
海
道
の
へ
そ
・

富
良
野
市
と
友
好
都
市
親
善

協
定
を
締
結
、
第
１
回
日
本

の
へ
そ
西
脇
子
午
線
マ
ラ
ソ

ン
大
会
を
開
催

　
昭
和
54
年　
「
日
本
の
へ
そ
」
に
杭
を
打

ち
込
み
「
メ
ル
ヘ
ン
石
」
と

命
名

　
昭
和
58
年　

岡
之
山
公
園
の
区
域
を
拡
大

し「
日
本
へ
そ
公
園
」に
改
称

　
昭
和
59
年　

岡
之
山
美
術
館
が
オ
ー
プ
ン

　
　

昭
和
60
年　

日
本
へ
そ
公
園
駅
開
業

 

昭
和
62
年　

第
１
回
日
本
の
へ
そ
ま
つ
り

を
開
催

　
昭
和
63
年　
「
日
本
の
へ
そ
」
ふ
る
さ
と

文
化
公
苑
群
構
想
を
策
定

　
平
成
2
年　

ふ
る
さ
と
創
生
「
日
本
の
へ

そ
で
す
大
作
戦
」
を
展
開

平
成
5
年　

に
し
わ
き
経
緯
度
地
球
科
学

館
オ
ー
プ
ン

　
平
成
6
年　
「
日
本
の
へ
そ
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
」
が
完
成

　
平
成
7
年　

日
本
へ
そ
公
園
の
「
レ
ス
ト

ハ
ウ
ス
」「
宇
宙
っ
子
ラ
ン

ド
」
完
成

　
平
成
9
年　

全
国
へ
そ
の
ま
ち
協
議
会
設

立
、
全
国
へ
そ
の
ま
ち
サ
ミ

ッ
ト
西
脇
大
会
を
開
催

１
回
西
脇
子
午
線
マ
ラ
ソ
ン
を
開
催
。
以

降
も
、
日
本
へ
そ
公
園
の
整
備
、
岡
之
山

美
術
館
の
オ
ー
プ
ン
、
日
本
へ
そ
公
園
駅

の
開
業
、
に
し
わ
き
経
緯
度
地
球
科
学
館

の
整
備
な
ど
、
大
々
的
に
「
日
本
の
へ

そ
」
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
き
ま
し
た
。

「
も
う
ひ
と
つ
の
へ
そ
」
が
誕
生

　

平
成
2
年
、
日
本
の
へ
そ
・
西
脇
市
を

愛
す
る
気
持
ち
を
育
て
よ
う
と
、
ふ
る
さ

と
創
生
「
日
本
の
へ
そ
で
す
」
大
作
戦
を

展
開
、「
平
成
の
地
球
大
測
量
」
を
行
い

ま
し
た
。
人
工
衛
星
の
軌
道
情
報
を
分
析

し
経
緯
度
を
求
め
る
Ｇ
Ｐ
Ｓ
測
量
で
、
東

経
1
3
5
度
、
北
緯
35
度
の
交
差
点
を
正

確
に
測
量
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
大
正

時
代
に
測
量
し
た
「
日
本
の
へ
そ
」
か
ら

南
東
方
向
に
約
4
3
8
ｍ
の
岡
之
山
中
腹

に
、
新
た
な
「
へ
そ
」
が
発
見
さ
れ
ま
し

た
。
平
成
6
年
、
こ
の
地
点
に
日
本
の
へ

そ
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
建
設
、「
も
う
ひ
と

つ
の
へ
そ
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。

「
へ
そ
」
は
大
切
な
地
域
資
源

　

ど
ん
な
地
域
に
も
由
緒
あ
る
歴
史
的
な

遺
産
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
い
か
に
外
に

向
け
て
発
信
し
て
い
く
か
、
そ
れ
を
使
っ

て
ど
の
よ
う
に
ま
ち
の
自
己
主
張
を
す
る

か
…
。

　
「
日
本
の
へ
そ
」
は
、
そ
う
い
っ
た
先

人
た
ち
の
思
い
が
生
み
出
し
た
大
切
な
地

域
資
源
な
の
で
す
。

にしわき経緯度地球科学館にしわき経緯度地球科学館
高原摂竜　主査高原摂竜　主査 肥後盛熊氏

西脇市のシンボルマーク
「へそ鳥」、当時西脇高校
１年生の吉田稔美さんの
作品が最優秀作品として
採用

にしわき経緯度地球科学館
高原摂竜　主査

〝
へ
そ
〞に
は

こ
ん
な
歴
史
が

あ
っ
た
ん
だ
…




