
節
二
番

第
三
幼

四
四
O

温
田

地
理
教
材
等

し
て
の
地
形
図

(〓
)
京
都
近
傍

京
都
及
び
奈
良
平
地
の
r地
形
t,J
い
ふ
開
場
が
今
河
の

文
部
省
中
等
数
員
槍
定
訳
億

に
出
た
際
で

も

あ

る
か

ら
､
先
づ
京
都
近
傍
の
地
形
問
に
就
い
て
地
文
及
び
<
.

文
上
の
説
明
を
試
み
る
｡
京
都
市
の
周
園
を
含
む
陸
地

測
虫
部
出
版
地
形
間
は
前
に
述

べ
た
和
大
典
の
時
に
出

版
の
色
刷

〓
叫
分

Z
の
外
に
左
の
四
種
あ
る
.

二
苗
竺

京
都
近
傍

二
十
八
枚
の
内
大
原
銅
大
津

断
膳
所
桝
宇
治
凱
鞍
馬
聖

京
都
北
部
聖

同
商

■■-
都

聖
好

㌔

瀧

之

町

か
八

嵯
峨

針
九
大
原

野
雛

｡

山

崎
聖

の

十
二
枚

兼
帯
分

tL
地
形
固
北
小
於
､
京
都
兼
北
部
､
同
東

南

部

､
知

井

村

.
京

都

閣
北
部

p
同

西
南

部

の

枚
六

五

番

介

1

地
形
固
京
都
市
近
郊
固

一
枚

二
十
滞
介

一
弾
圃
固
.
伊
都
及
〃大
阪

此
の
地
宙
の
地
貌
か
]鞘
魯
す
る
に
は
地
膚
ハ仙榊
北村
の
蹴

輩
を
知
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
｡
盛
者
の
虜
め
に
弘

に
鈴
木

(敬
)博
士
の
調
査
に
係
る
二
調
介

二
見
都
近
傍
地
堅
固

を
略
し
て
載
せ
L
J
が
~
是
は
京
都
に
内
園
博
賢
食
を
開

催
し
た
時
に
地
質
調
査
所
か
ら
出
口;=
し
た
手
塗

り
の
地

貿
園
で
'
雁
に
出
版
さ
れ
す
し
て
.
今
も
其
の
原
樹
が

窮
三
高
等
単
機
に
保
存
さ
れ
'
近
畿
地
方
の
詳
細
な
地

質
図
の
模
範
ど
な
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
｡

基
盤
を
成
す
岩
層
は
竃
蕪
厨
だ
之
を
貫
い
て
噴
出
し

LJ花
園
栗
で
'
概
ね
酉
々
北
楽
々
南
の
走
向
を
も
っ
て

摺
曲
L
t
比
叡
山
の
両
側
の
荘
固
着
に
接
す
る
部
分
だ

け
寂
々
北
に
博
す
る
ら
し
い
.
中
塗
代
の
岩
層
は
金
-

敏
如
し
.
鎗
三
紀
の
嘉

期
に
属
す
る
泥
'
砂
'
磯
等
の

堆
積
膚
及
び
現
在
の
淡
谷
か
ら
排
出
さ
れ
た
堆
積
物
の

扇
状
地
及
び
墓
地
(地
園
に
洪
積
瀞
だ
し
て
示
す
も
の
)

等
が
迅
か
に
後
れ
て
此
の
青
い
砦
犀
の
凹

地

に
堆

積

し
､
日放
後
に
呪
心枕
の
･加災
茂
川
桃

川
宇
治
川
等
の
仙遁
放
す
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る
土
抄
の
堆
積
し
た
押
帯
平
地
が
ーH
H凍

吾
の
で
あ
る
0

凹
凸
の
大
勢
は
此
の
地
質
固
f̂J
地
形

図
亡
を
比
瞳
す
れ
ば

付
目
に
瞭
鵜
た
る

如
-
'
育
期
岩
層
が
山
地
を
成
し
'
兼

山
の
清
水
坂
や
'
桃
山
の
丘
陵
及
び
基

地
の
如
き
虞
は
第
三
紀
以
後
の
湖
底
の

堆
積
膚
か
ら
出
釆
た
粕
高

い
魔
で
､
神

階
膚
で
嘗
湖
底
の
凹
部
は
大
抵
埋
没
せ

オ
グ
ラ

ら
れ
'
今

は
主

椋

の
池
の
一み
に
其
の
名

塞
-
を
留

め
て
ゐ
る
に
過
ぎ
ぬ
｡

盛
れ
で
も
武
に
竃
田
山

(涼
都
大
軍

の
東

)
の
丘
上
か
ら
北
及
び
酉
を
眺
望

す
れ
ば
.
丹
波
高
原
b･J
我
々
の
呼
ぶ
山

地
は
最
高
鮎
が
略
ぼ
六
七
古
来
の
海
抜

に
過
ぎ
や
し
て
'
山
頂
を
連
ね
た
地
平

紋
は
著
し
い
高
低
を
成
さ
ぬ
｡
稀
に
愛

宕
山
の
如
-
突
起
し
た
幣

を
露

め

る

が
､
そ
れ
は
碇
岩
の
浸
倣
作
用
に
射
す

詔

]

･尻
菰



地

球

る
抵
抗
力
の
大
き
い
の
で
p
残
っ
た
敵
意
峯

m
onld
･

n
りC

で
あ
る
.3
叉
た
比
叡
山
の
州
明
ケ
藻
だ

如
意
ケ

撤
.jJ
の
中
間
に
著
し
-
低
い
I
帯
が
あ
る
の
も
韮
周
岩

の
山
が
盛
ん
に
浸
蝕
さ
れ
て
F
其
の
両
側
の
古
生
瀞
が

接
偶
に
よ
っ
て
硬
化
し
て
ホ
ル

ン
フ

ェ
ル

ス
ĴJ
成
っ
た

も
の
が
賓
宜
し
､
大
文
字
の
部
分
や

肺
門

岩
の
如
き
突

起
を
維
持
し
っ
ゝ
あ
る
.
此
の
花
崩
岩
の
風
化
だ
浸
蝕

に
よ
っ
て
出
水
た
土
抄
を
排
出
す
る
白
河
は
平
地
に
出

る
魔
に
属
状
坤
帯
地
を
生
じ
.
地
質
圏
に
は
洪
黄
牌
ビ

し
て
示
し
て
ゐ
る
｡

此
の
二
つ
の
場
令

を
考
ふ
る
に
前
者
即
ち
愛
宕
山
の

場
倉
は
過

公
の
准
平
原
の

一
部
で
.
洪
黄
世
に
入
る
前

後
に
東
に
隆
起
し
初
め
て
p
使
川
上
流
の
促
津
川
は
元

の
鈍
い
U
字
形
の
底
部
を
成
し
た
底
が
若
返
っ
て
洗
水

浸
蝕
の
威
力
を
静
押
し
'
今
問
は
カ
ニ
ヨ
ン
の
如
き
峡

流
を
成
し
て
､
嵐
峡
の
風
濃
を
添
へ
た
の
で
あ
る
O
之
.

に
反
し
て
白
河
の
渓
谷
は
磐
石
の
性
贋
が
風
化
し
易
い

痛
め
に
地
盤
の
降
誕
/̂J
同
時
に
行
は
る
Jh
浸
倣
作
用
の

進
行
急
激
で
'
金
-
興
っ
た
浸
蝕
輪
廻
の
除
程
進
ん
だ

場
合
に
見
る
地
貌
を
口正
し
'
渓
流
の
網
目
は
非
常
に
凍

第
二
各

節
三
助

雷

二

五

完

に
な
っ
て
ゐ
る
｡

此
の
加
-
岩
層
の
性
質
に
よ
っ
て
地
貌
に
著
し
い
相

違
が
あ
る
外
に
､
平
地
其
も
の
ゝ
成
因
が
重
大
な
問
題

で
あ
る
の
は
勿
論
で
p
着
生
膚
の
厨
序
層
位
を
詳
細
に

見
る
ま
で
も
な
-
.
嘉
に
示
し
た
地
質
固
だ
け
で
考

へ

で
も
略
ぼ
認
め
ら
れ
る
の
は
地
瀞
走
向
に
並
速
も
斜
遺

文
は
横
断
す
る
坊
裂
が
あ
っ
て
､
其
の
威
も
の
は
著
し

い
断
暦
ど
成
っ
て
地
舷
の
階
投
を
生
じ
て
ゐ
る
こ
亡
で

あ
る
')
其
の
横
断
す
る
も
の
最
も
著
し
-
.
比
叡
､
配

醐
'
兼
山
ビ
其
の
中
間
の
山
科
盆
地
の
か
-
p
地
盤
ビ

地
溝
の
関
係
を
明
か
に
示
し
も
京
都
平
地
基
も
の
ヽ
宴

に
大
き
な
地
溝
で
遠
-
奈
良
平
地
に
洩
っ
て
ゐ
る
7
此

の
手
牛
坊
製
綿
の
地
震
ど
の
関
係
は
本
誌
第
三
能

(
二

〇
二
･-
四
賀
)
に
述
べ
た
迫
-
で
あ
る
0
又
LJ
縦
走
断

層
の
著
し
い
の
は
鞍
馬
山
の
筒
の
市
原
岩
倉
の
一盆
地
の

商
を
限
る
音
鐘
瀞
の
部
陵
の
商
連
を
走
る
も
の
で
'
宛

か
も
兼
山
が

7
段
低
い
子
年
地
塵
を
成
す
如
-
'
放
ケ

臓
の
邦
陵
も
東
都
平
地
ど
の
問
に
小
な
る
卯
酋
地
盤
を

成
し
て
ゐ
る
静
で
あ
る
.

京
都
平
地
の
<
文
地
埋
串
上
の
考
察
は
之
を
備
畢
に



述

べ
難
い
が
ー
最
-
著
し
い

T
と
し
て
白
河
扇
状
地
が

先
づ
人
類
の
居
住
地
ど
な
っ
た
革
質
を
華
げ
ね
は
Lj
ら

ぬ
｡
山
崎
博
士
が
尊
で
箪
三
高
等
撃
梗
畢
生
時
代
に
石

器
を
校
内
で
務
鬼
さ
れ
､
近
頃
鹿
単
部
の
土
工
に
常
っ

て
石
斧
が
費
掘
さ
れ
.
僻
は
ま
た
就
部
土
器
も
関
る
こ

E
が
確
め
ら
れ
た
O
換
言
す
れ
ば
今
の
白
河
薮
蕗
が
原

史
先
史
の
時
代
.<q･J通
じ
て
層
位
に
最
も
通
常
な
地
瓢
と

し
て
速
ま
れ
化
の
で
あ
る
.
是
は
平
地
に
諮
川
が
乱
流

し
て
ま
だ
賀
茂
や
出
雲
の
帥
々
の
代
表
す
る
部
落
が
低

地
に
安
任
し
碍
ぬ
状
態
を
想
は
し
む
る
も
の
で
､
温
か

に
後
に
秦
氏
L<
,W
の
外
来
民
族
が
移
住
し
凍
っ
て
今
の

高
野
平
野
滞
荷
等
の
細
々
の
代
表
す
る
部
落
が
出
凍
た

の
で
あ
る
｡
喜
田
博
士
に
従

へ
ぼ
今
の
平
安
京
裳
都
は

此
魔
を
開
墾
し
て
偉
大
な
財
力
を
蓄
蔵
し
た
棄
民
の
あ

っ
先
の
で
出
水
た
ど
い
は
れ
る
｡
今
の
京
都
は
此
の
如

く
し
て

;
千
年
間
の
帝
都
ビ
な
っ
た
が
'
奈
良
か
ら
遷

都
の
必
要
は
如
何
な
る

1
時
的
埋
由
が
あ
っ
た
t/J
し
て

ち
.
其
の
永
薦
し
た
の
は
ま
bJ
L
で
淀
川
の
河
運
の
使

ビ
三
億
粟
田
口
か
ら
逢
阪
山
を
越
え
て
政
に
大
津
に
出

て
湖
上
の
水
道
を
利
用
し
得
る
の
便
ど
が
あ
る
の
で
.

地
艶
教
材
浸
し
[/
の
地
形
固

谷
川良
朝
喝
に
非
常
に
開
磯
さ
れ
た
来
由
兼
山
北
陸
の
地

方

へ
の
交
通
の
-婁
地
}J
t･.
つ
た
か
ら
で
あ
ら
-
｡
秀
苗

が
伏
見
城
を
集
い
た
の
も
同
じ
理
由
で
.
最
近
東
面
山

陰
両
線
の
分
岐
鮎
}J
tIb
つ
て

山
暦
此
の
交
通
上
の
意
義

が
明
か
/̂J
な
っ
た
J

次
に
市
術
の
形
状
が
規
則
正
し
-
兼
閣
南
北
の
格
子

目
を
成
す
の
が
奈
良
卒
安
南
朝
の
間
に
階
唐
の
交
通
盛

ん
で
大
陸
文
化
を
輸
入
し
'
都
市
計
書
ビ
い
ふ
最
近
喧

ま
し
く
な
っ
た
開
通
を
常
時
棄
却
の
時
に
櫨

空

し
容
易

に
軍

灯
し
た
結
果
た
る
は
い
ふ
ま
で
も
な
し

二
億
三

億
等
の
町
名
に
其
の
系
統
の

山
部
が
洩
っ
て
る
の
で
明

か
で
あ
る
.
光
も
常
時
の
計
蓋
も
今

S市
街
地
た
る
左

京
の
み
が
出
雄
花
に
止
-
'
右
京
は

終
に
完
成
せ
ず
､

其
後
鴨
川
両
岸
が
開
け
て
現
状
に
敬
蓮
し
た
o

京
都
滞
術
地
の
地
同
上
に
現
ほ
れ
た
最
も
著
し
い
特

色
は
大
陸
文
化
の
影
響
で
あ
る
鮎
で
あ
っ
て
'
三
大
郡

市
中
最
も
創
兼
の
古

い

だけ
に
'
化
石
し
た
文
化
を
認

め
'
而
か
も
そ
れ
が
最
近
の
郡
市
計
重
に
櫨
め
て
便
利

tIb形
状
を
成
し
.
欧

米

の
都
市
だ
鹿
を

7
に
し
て
ゐ

る

0
(小
川
)

E
F.1･品

玉
七


