
地
文
及
び
人
文
地
理
率
土
よ
-
親
告
る

九
州
西
北
部

(上
)

小

月

琢

治

緒
雷

本
稿
は
本
年
七
月

音

長
崎
市
女
子
師
範
畢
校
に
開
か
れ
た
中
等
轡
校
地
理
科
教
員
協
試
食

に
於
て

試
み
た
講
演
の
婁
領
で
,
日
本
地
理
の
長
崎
螺
を
講
じ
及
び
郷
土
誌
を
編
爵
す

る
褒
考
ビ
し
て
述

べ
た
の
で
め

る
D
九
州
西
北
部
即
ち
肥
前
園
ビ
之
に
附
属
す

る
諸
島
の
地
方
は
地
文
上
並
に
人
文
上
日
本
群
島
に
於
で
輝
石

の
性
質
を
有
し
･
其
の
錯
綜
し
た
影
響
は
長
崎
膝
の
過
去
現
在
を
通
じ
て
明
白
に
認

め
ら
れ
る
か
ら
'
政
の
関

係
を
地
理
利
教
授
の
常
局
者
の
盛
者
h
･し
て
乗
骨

い
た
だ
け
列
港
し
た
O

郷
土
誌
の
総
論
だ
し
て
太
だ
簡
翠
に

失
し
,
且
つ
筑
紫
な
地
理
的
問
題
の
或
る
も
の
は
今

-
葡
及
す

る
暇
が
な
か
っ
た
の
で
､
頗

る
不
十
分
で
あ
っ

て
･
語
っ
て
詳
ら
か
な
ら
ぬ
所
を
少
し
は
補

っ
た
が
p
な
は
筆
者
自
身
の
意
に
発
た
ぬ
も
の
に
過
ぎ
ぬ
.
少
し

で
も
覇
者
の
盛
者
ど
な
れ
ば
望
外
の
串
で
あ
る
0

｢

地

理

的

位

置

成
る
土
地
を
地
埋
的
に
考
察
す

る
に
雷

っ
て
讐

の
問
題
は
地
埋
約
位
潜
で
あ
る
｡
之
を
教
排
地
単
的
に
示
す

の

地
文
及
び
人
文
地
凱
怨
上
よ
り
概
i1
ろ
九
州
西
北
部
(
上
)

望

1

ニ
五



鱒
二
怨

は
経
緯
坐
横
糸
に
よ
る
経
緯
度
で
あ
っ
て度

分

秒

時

分
砂

長
崎
(鍋
冠
山
)

東
経

二

一九

五
二

九

(
八

三
九

二

八

エ

ハ
)

戯
原
(電
信
分
局
)

〓

1九

l
七

二
六

(八

三
七

九
エ
ハ
)

稲
江
(五
島
)

〓

7八

五
〇
三
五

(八

三
五

二
二
｡≡
) 第

三
班

巴

]
]

〓
六

度

分

秒

北
緯
三
二

四
三

五
〇

三
四

f
二

二

7

三
二

四
二

二

ビ
い
ふ
数
字
か
ら
底
に
明
か
な
る
は
中
央
標
準
時
か
ら
約
二
十
分
後
れ
た
地
方
時
の
魔
で
.
夏
至
の
太
陽
南
中
の
高

さ
は
天
頂
か
ら
約
九
度
､
冬
至
の
南
中
の
高
q7J
は
約
束
十
六
度
南
に
傾
-
こ
亡
で
あ
る
｡

然
れ
で

も
此
の
如
き

荘
按
の
′籍
某
よ
り
も

一
膚
重
要
な
る
は
他
の
地
鮎
ど
の
間
の
関
係
で
ー
内
に
し
て
は
兼
京
大

阪
門
司
戯
兄
島
等
の
重
要
都
市
.
外
に
し
て
は
釜
山
天
津
上
海
香
港
等
の
大
陸
沿
岸
の
重
安
港
､
更
に
大
に
し
て
は

伶
敦

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
､
サ

ン
フ
ラ

ン

シ
ス
コ
等
の
壮
鼻
重
婁
港
に
割
す
る
距
離
の
関
係
か
ら
生
す

る
間
接
の
結
果
が

動
か
す
こ
ど
の
出
水
ぬ
交
通
上
の
意
轟
を
持
っ
て
ゐ
る

J

交
通
を
支
配
す
る
位
置
の
関
係
を
考
察
す
る
に
潜
っ
て
､発
に
注
意
を
宴
す
る
は
陸
1J
縁
ど
の
分
布
状
態
で
あ
る
〇

九
州
の
由

北
部
か
ら
中
国
の
両
端
に
至
る

7
帯
の
沿
岸
地
方
は
朝
鮮
宇
島
ビ
粕
射
し
て
日
本
海
だ
支
那
東
涯
ど
の
間

を
舶
し
て
朝
鮮
海
峡
を
成
し
､
東
に
九
州
S
)北
端
か
ら
飛
石
の
如
き
対
馬
島
が
海
峡
中
に
在
っ
て
'
牛
島
)･J
此
の
島

の
間
は
六
〇
肝
に
過
ぎ
ぬ
近
い
距
離
に
過
ぎ
ぬ
｡
故
に
晴
れ
た
日
に
は
互
に
対
岸
の
山
を
望
見
し
得
て
､
呼
べ
ば
鷹

へ
ん
だ
す
る
閲
係
を
井
ち
､
朝
鮮
宇
島
は
此
の
飛
石
に
薦
い
た
橋
を
成
し
て
~
日
本
群
島
tJ
大
陸
の
各
地
方
亡
を
連



絡
･し
て
ゐ
る
0
此
の
僅
選
の
陶
係
が
九
州
簡
北
部
の
地
埋
上
蔵
も
薯
し
い
僻
色
を
成
す
も
の
で
あ
る
0

長
崎
燭
の
占
む
る
九
州
西
北
部
の
地
方
は
此
の
血
-
兼
鶏
の
過
繰
海
た
る
支
那
東
泥
に
臨
ん
だ
地
贋
で
あ
っ
て
'

日
本
群
島
の
中
で
散
も
大
陸
に
接
近
し
て
ゐ
る
､
曲
の
位
蕊
の
関
係
が
二
千
激
百
年
の
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
､

群
島
重
機
に
醤
し
て

!
種
の
地
方
的
樺
色
を
航
興
し
'
外
囲
交
通
史
の
第

一
頁
か
ら
重
安
な
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ

る
0此

の
関
係
た
る
や
北
海
及
び
英
膏
利
水
道
を
隔
て
ヽ
ダ
イ

ン河
口
地
方
及
び
備
紺
西
北
部
に
封
す
る
英
樹
の
兼
岸

及
び
南
岸
の
位
寵
に
類
似
し
て
ゐ
る
も
の
で
､
就
中
九
州
西
北
部
は
其
の
ケ
ン
ト
'
サ
ブ
セ
ッ
ク
ス
等
の
地
方
に
舶

常
す
る
.
然
れ
ど
も
両
者
の
相
違
は
狗

-
朝
鮮
海
峡
の
幅
が
英
箸
利
水
迫

に
四
倍
し
､
支
那
東
涯
日
本
海
等
が
北
海

及
び
水
道
海
面
に
比
し
て
非
常
に
大
drJ
い
の
み
LJ
ら
す
'
朝
鮮
寧
島
が
ま
た
最
近
ま
で
の
交
通
機
関
不
完
全
な
時
代

を
通
じ
て
あ
ま
-
に
贋
大
で
､
黄
河
及
び
揚
子
江
の
流
域
ビ
我
が
群
島
ど
の
関
係
は
ラ
イ

ン
､

セ
ー
ヌ
に
封
す
る
チ

ー
ム
ス
の
か
-
'
瓦
に
凍
適
し
て
何
時
で
も
容
易
に
大
陸
ビ
交
通
し
得
る
英
間
の
場
令
ビ
金
-
鹿
を
異
に
し
て
ゐ
た

事
案
を
認

め
ね
は
な
ら
ぬ
｡

但
し
曲
の
不
利
益
は

1E
面
に
於
て
島
帝
組
の
外
電
に
封
す

る
安
全
を
促
語
す

る
利
益
と

相
殺
す

る
も
の
で
.
防
爆
帝
忽
必
烈
が
大
陸
に
射
っ
て
も

.

ユ
-
リ

ス
'

ケ
ザ
ル
の
ゴ
ー
ル
を
惰
暮
し
て
鑑
に
英
歯

k
J征
服
し
た
如
き
軍
事
止
の
行
動
を
許
さ
な
ん
だ
の
で
あ
る
O
盟
太
閤
の
大
陸
征
服
の
確
固
が
同
じ
-
失
敗
に
了
つ

た
の
も
曲
の
開
係
が
第

1
の
原
因
で
'
発
づ
制
海
槽
声
尭

金
に
掌
握
す
る
に
暇
あ
ら
ず
し
て

一
束
に
陸
兵
の
み
を
竿

地
文
及
び
人
文
地
那
築
上
よ
り
朋
た

ろ

九
州
.a:北
部
ハ上
)

四
二
品

〓
忠



地

球

第
二
審

第
三
戟

四
1
7.

〓
凡

鳥
に
進
め
'
水
運
に
よ
る
兵
端
徹
を
確
保
せ
な
i
だ
の
で
､
鞭
を
鴨
紋
江
に
投
す
る
能
は
な
ん
だ
ビ
想
は
れ
る
｡

此
の
如
き
評
で
初
め
て
支
那
に
知
ら
れ
た
日
赤
は
曲
の
地
方
で
あ
っ
て
'
支
那
正
史
に
記
載
さ
れ
た
地
名
は
三
国

志
倭
観
樽
の
対
馬

;
支
孟
且
岐
)
未
鹿
(槍
浦
)等
で
､
之
を
握
て
貌
俊
が
倭
国
の
都
た
る
耶
馬
亀
に
逢
し
た
｡
邪
馬
蔓

が
筑
紫
の
山
門
か
畿
内
の
大
和
か
に
就
い
て
は
歴
史
家
の
巣
語
末
だ
決
せ
ぬ
問
題
で
あ
る
が
､
醜
問
か
ら
日
本
に
凍

る
格
順
が
朝
鮮
西
岸
及
び
南
岸
に
拾
ひ
､
封
馬
萱
岐
松
浦
を
程
で
ゐ
る
の
は
明
か
で
､
此
の
地
方
が
昔
か
ら
日
本
合

鴨
に
於
て
門
戸

ど
な
-
安
閑
ど
な
っ
て
ゐ
た
｡
沿
海
航
海
に
よ
る
外
な
き
贈
躯
の
貧
窮
な
航
海
時
代
に
於
て
特
に
執

梅
島
の
位
置
が
盛
宴
で
あ
っ
たJ
こ
)･J
は
注
意
に
低
す
る
所
で
'
障
唐
時
代
に
な
っ
て
支
那
亡
の
直
接
交
通
が
試
み
ら

れ
る
頃
に
入
っ
て
か
ら
は
酉
商
の
海
中
に
在
る
五
島
が
同
じ
-
梅
酉
の
飛
石
ビ
し
て
重
安
ビ
な
つ
七
､
遣
唐
使
舶
の

風
符
に
適
し
た
沌
樽
が
利
用
さ
れ
た
の
も
同
じ
-
著
し
い
も
の
で
あ
っ
た
.
密
に
近
世
に
な
っ
て
九
州
本
島
の
簡
北

角
に
在
る
平
戸
島
4JJ
の
間
の
狭
い
海
峡
が
西
洋
交
通
の
門
戸
ど
な
っ
て
､
長
楠
開
港
の
前
駆
を
成
す
に
至
る
ま
で
に

此
秒
如
-
鼻
遷
は
し
た
が
､
金
健
だ
し
て
判
外
位
置
の
開
係
に
は
何
等
根
本
的
肇
化
は
な
か
っ
た
ど
い
ひ
得
る
O

交
通
上
の
要
地
た
る
資
格
の
節

1
は
偉
鷺
の
関
係
で
あ
る
こ
亡
は
此
の
如
-
明
瞭
で
あ
る
が
.
翠
に
そ
れ
の
み
で

交
通
の
門
戸
ど
な
る
こ
亡
は
出
凍
ぬ
も
の
で
､
冊
肺
の
緊
泊
に
通
常
な
海
岸
繭
の
出
入
が
'
位
置
ビ
共
に
重
要
な
る

は
い

ふ
ま
で
も
互
い
｡

衣
に
弾
岸
瀕
を

].
瞥
す
れ
ば
此
.の
鮎
-
明
か
/̂J
な
る
.

t
l
,
海

3揮
好
-
港

潜



九
州
は
日
本
群
島
の
譜
島
中
強
も
粕
川伴
腺
の
風
此川
に
寓
ん
で
ゐ
る
:
ど
は
地
岡
を

一
見
し
て
明
か
で
あ
る
｡
瀧
甘
て

育
苗
分

叫
日
本
館
観
地
質
闘
説
明
書
を
,編
纂
す
る
に
督

っ
て
､
之
を
数
豊
胸
に
示
さ
ん
だ
試
み
L
J
が
､
常
時
使
用
し

LJ
材
料
よ
-
も
粧
碓
な
地
固
三

十
甫
舟

7
帝
観
固
)
を
基
礎
1J
し
て
新
た
に
京
都
大
串
地
理
畢
桝
兇
宴
で
測
定
し
た

所
に
よ
れ
ば
､
島
哩
を
除

い
た
九
州
島
の
海
岸
林
の
仝
延
長
は
二
'
七
七
三
肝
で
､
九
州
西
北
部
即
ち
於
浦
川
河
口

か
ら
筑
後
川
河
口
に
写

O
閏
の
延
長
は
八

〇
六
肝
に
達
し
､
此
の
部
分
が
金
延
長
の
約
手

五
分

1
を
占
め
て
ゐ
る
.

即
ち
此
の
地
方
が
日
本
で
最
も
屈
曲
の
多
-
且
つ
大
き
い
藤

倉
た
る
こ
亡
は
此
の
数
字

に
明
白
に
認
め
ら
れ
る
｡

屈
曲
の
大
形
は
兼
姶
浦
北
稔
浦
酉
彼
杵
島
原
の
四
年
島

に
分
割
さ
れ
て
'
其
の
間
に
唐
津
伊
菌
里
大
村
千
々
岩
有

明
の
諸
哲
人
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
､
之
を
納
看
す
れ
ば
北
部
の
伊
載
里
其
他
の
大
小
幣
人
が

7
股
に
細

長
-
切
-
込
ん

だの
に
射
し
て
.
商
連
の
哲
人
は
九
味
が
あ
る
か
又
は
角
張
っ
た
償

い
海
面
を
成
し
.
其
中
開
の
大

相
聞
は
南
北
両
者
の
性
贋
を
並
有
し
て
る
の
が
著
し
-
目
に
つ
も

政
の
封
照
は
ま
だ
し
て
地
質
構
造
に
よ
っ
で
生

け
ンゼ
シ

じ
た
も
の
で
'
其
中
将
に
顕
著
守

Q
は
島
原
牛
島
の
翰
廓
で
も
中
央
に
掘
起
し
た

温

泉

森
の
等
高
線
の
翰
廓
三

致

し
た
形
状
を
容
易
に
看
取
す
る
こ
E
が
出
来
る
｡

島
峡
の
輪
廓
も
亦
た
そ
れ
ぐ

変

っ
た
形
状
を
蓋
し
'
細
長
い
角
張
つ
L
J
封
馬

.
丸

い
萱
岐
'
小
さ
い
島
境
の
碁

布
し
た
細
長

い
草
島
等
の
瓦
に
典

っ
た
特
色
は
之
を
地
質
間
に
封
照
す
れ
ば
成
因
を
推
知
し
得
る
0

此
の
成
因
の
問
題
を
次
に
通

っ
て
､
此
の
海
岸
線
の
屈
曲
の
多

い
と
い
ふ
革
質

だけ
登

別
に
述

べ
た
地
埋
的
位
置

地
文
及
び
人
文
粗
放
塔
上
よ
り
搬
i1
ろ
九
州
西
北
部
ハ
上
)

空

孔

二
九



地

球

第
二
審

第
三
鶴

田
]
六

買Q

だ
倉

せ
て
考
ふ
れ
ば
､
政
の
地
方
が
日
本
群
島
の
海
外
交
通

に
最
も
重
罪
な
る
意
童
を
有
し
.
且

つ
其
の
由
て
凍
る

の
遠
き
を
吸

々
せ
ず
し
て
明
か
で
あ
る
〇

三
p
地
貌
qi
J地
質
繭
遮

九
州
の
北
部
か
ら
汽
車
で
長
崎
に
往
-
も
の
は
相
聞
か
ら
太
宰
府
に
近
い
筑
紫
山
系
を
横
断
す
る
筑
紫
山
門
を
通

}＼
す

過
し
て
鳥

栖

に
出
で
'
間
に
向

っ
て
筑
後
川
の
平
野
に
治
ふ
て
進
む
問
に
北
に
荘
園
岩
か
ら
成
っ
た
背
振
山
塊
の
t多

少
准
平
原
状
を
口-Lqす
る
浸
蝕
山
の
障
壁
を
望
み
､
酉
か
ら
閣
北
に
は
節
三
紀
の
部
陵
が
起
伏
す

る
を
望
む
Q
早
岐
か

ら
南
に
折
れ
て
大
村
糖
の
東
岸
に
治
ふ
て
進
め
ば
､
西
彼
杵
宇
島
の
兼
晶
片
岩
か
ら
成
っ
た
基
地
の
此
等
だ
金
-
形

状
を
薫
に
し
て
む
つ
-

-
し
た
の
が
地
中
線
上
に
横
は

-
､
又
た
増
の
南
岸
を
廻

っ
て
長
崎
に
人
ら
ん
だ
す
る
前
に

は
覇
に
顧
み
て
温
泉
獄
の
外
輪
山
だ
内
部
に
事
え
た
諾
峯
も
見
え
る
J

地
貌
ビ
地
投
の
性
質
の
閥
係
は
門
司
か
ら
長
崎
に
至
る
汽
船
の
甲
坂
か
ら
望
め
ば

E
層
明
瞭
で
.
特
に
算
三
紀
の
F

邸
陵
が
金
鮭
ビ
し
て
婁
地
を
成
し
其
上
に
噴
出
し
た
安
山
岩

31
時
立
す

る
も
の
及
び
其
上
を
流
れ
で
被
覆
し
た
玄
武

岩
の
メ
サ
状
を
成
し
た
も
の
な
'･/J
も
指
知
す
る
こ
亡
が
出
凍
る
｡

碑
も
九
州
北
部
に
は
日
本
群
島
の
最
古
の
骨
格
を
成
す
古
生
暦
の
東
棟
に
よ
っ
て
生
じ
た
所
謂
結
晶
片
岩
が
束

々

北
か
ら
団

々
商
に
走

-
'
之
を
貫

い
て
噴
出
し
た
韮
撞
着
ビ
共

に
筑
紫
山
脈
の
基
姓
を
成
し
､
中
生
代
の
中
共
珠
雅

紀
の
陸
成
膚
が
朝
鮮
の
南
部
が
-
揮
映
地
方
の
余
部
を
被
摸
し
.
封
掲
五
島
等
の
島
峡
に
其
の
塵
曲
を
留
め
て
基
地



を
成
す
の
み
で
~
九
州
囲
北
都
に
は
貴
-
基
の
形
跡
を
認
め
サ
ー
之
に
反
し
て
中
生
代
の
火
山
作
用
に
よ
っ
て
生
じ

た
所
謂
硯
石
暦
が
長
門
か
ら
筑
豊
の
間
に
延
長
す
る
も
'
是
れ
亦
た
西
に
は
蒔
い
て
雄
な
い
｡
中
生
代
の
未
発
白
壁

紀
に
出
凍
た
減
月
内
海
帯
に
洗
殺
し
た
所
の
所
謂
和
泉
砂
岩
厨
も
西
南
に
折
れ
て
肥
後
地
方
に
向
ひ
此
の
地
方
に
は

現
ほ
れ
て
ゐ
ぬ
｡

自
軍
紀
か
ら
舘
三
紀
に
造
る
問
に
更
に
大
慶
動
が
起
っ
て
､
筑
紫
山
脈
を
閣
北
に
横
磯
す
る
班
裂
が
出
挙
だ
の
で

背
振
山
塊
ビ
西
彼
杵
学
良
ど
の
問
に
幅
の
贋

い
地
溝
状
取
階
経
を
起
し
.
第
三
紀
の
初
期
か
ら
海
成
陸
成
語
厨
が
交

互
し
て
沈
積
し
て
介
化
石
や
石
炭
暦
を
爽
む
も
の
が
購
い
地
域
に
亙
っ
て
費
蓮
し
た
.
西
北
部
の
泉
田
は
此
の
か
-

琴

二
配
有
期
盾
中
に
食
ま
れ
､
西
彼
杵
竿
島
の
海
中
に
延
び
て
高
島
の
如
き
良
質
の
毅
犀
が
海
底
か
ら
も
採
掘
さ
れ

る
の
で
あ
る
｡

第
二
雇

の
新
期
に
入
っ
た
後
に
南
の
方
に
長
醸
近
傍
茂
木
'
島
原
牛
島
南
部
軍
に
見
る
所
の
浅
海
及
び
陸
戊
の
堆

積
物
が
堆
精
し
.
之
に
件
ひ
玄
武
岩
の
噴
出
が
あ
っ
て
､
島
原
平
島
の
上
原
熔
草

魚
地
の
如
き
淵
泉
火
山
裾
野
ビ
地

形
を
典
に
し
た
も
の
･～1
出
凍
た
.

第
四
紀
後
塵
に
温
泉
多
良
の
如
き
大
火
山
の
噴
出
が
起
-
p
又
た
地
鑑
の
昇
降
運
動
も
之
に
件
ひ
p
現
在
の
優
雅

を
極
め
た
海
岸
線
の
出
入
は
iii
ビ
し
て
西
北
速
を
成
す
弟
三
紀
膚
轟
地
の
浸
蝕
が
進
行
し
て
陵
谷
を
生
じ
た
後
に
'

仝
鯉
ビ
し
て
沈
降
し
た
結
果
で
あ
っ
て
p
伊
商
里
長
崎
其
他
の
諸
潜
入
は
何
れ
も
沈
没
谷
に
外
な
ら
ぬ
｡

尤
も
大
村

地
文
及

び
人
文
批
難
教
上
よ
り
搬
た
る
九
州
西
北
部

.上
)

空

也

t
t
M



地

球

第
二
谷

第
三
戟

巴

八

三こ

樫
で
も
伊
晋
里
長
崎
等
の
諮
潤
で
も
.
基
盤
を
縦
隊
に
敢

っ
食
餌
裂
線
が
あ
っ
て
'
之
に
沿
ふ
て
断
層
を
生
じ
'
著

し

い
鑑
兼
状
の
谷
や
渥
岸
線
を
成
し
た
虞
も
多

い
が
､
其
の
最
後
の
形
状
は
ま
と
し
て
沈
降
作
用
に
起
因
す
る
も
の

ど
憩
は
れ
る
0

枚
に
九
州
閣
北
部
の
日
本
の
何
れ
の
地
方
よ

,･O
も
出
入
の
ノ多

い
海
岸
線
を
有
し
て
.
地
理
的
位
置
yJ
粕
待
っ
て
此

の
地
方
を
し
て
歴
史
上
に
重
要
な
場
庭
た
ら
し
め
た
の
は
箪
三
紀
地
方
に
更
に
新
し
い
時
代
に
沈
降
作
用
が
起
っ
た

の
に
在
る
〇
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