
地
理
教
材

と
し

て

の
地
形
固

(竿

八
)

大

阪

市

街

主
賓
他
励

7
祐
介

一

地
形
樹
火
阪
近
傍

五
親
分
1
｡
大
阪
開
北
部
ー関
節
部
'東
北
部
､東
南
部

大
阪
市
街
の
人
文
地
理
的
意
義
を
明
か
に
す
る
た
め

に
は
'

山
嵩
分

l
の
二
度
刷
の
巽
は
し
い
の
を
参
照
せ

ら
れ
る
こ
と
を
卸
す
～
め
す
る
､
五
嵩
分

一
国
幅
で
は

丁
度
大
阪
市
街
の
盛
が
隅
に
潜
る
の
で
十
字
形
に
切
断

さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
ー
糊
で
脱
ぎ
食
は
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
㌧
'

且
叉
あ
ま
ら
鮮
明
で
な

い
根
が
あ
る
､
し
か
し
大
鴨
に

其
形
は
わ
か
る
か
ら
兼
高
を
対
照
し
て
本
文
を
済
ん
で

下
さ
い
O
さ
て
大
阪
市
街
圏
を
熟
崩
し
で
弟

1
に
気
の

づ
-
こ
と
は
大
阪
の
中
央
心
臓
部
で
あ
る
所
の
轍
場
p

島
の
内
の
匝
割
の
正
し
-
し
て
且
廉

い
こ
と
で
あ
る
､

瀧
横
堀
と
閤
横
堀
ー
土
佐
堀
川
と
濫
頓
堀
川
と
の
間
の

寛
四
約

一
千
米
南
北
二
千
六
古
米
の
矩
形
の
地
は
見
て

も
乗
鞍
の
よ
い
約
八
十
米
宛
の
苅
方
形
の
街
路
が
引
い

地
線
軟
材
と
L
Y
の
地
形
囲

で
あ
る
｡
そ
れ
か
ら
西
構
堀
川
か
ら
四
の
方
木
津
川
迄

晴
約
千
三
宮
米
の
地
域
は
土
佐
堀
に
並
行
し
て
､
汀
声

′1タチ

調

､
京

町
堀

､
阿
汲
堀

'
宜

貞

堀

､
長
堀

､
堀

江

､
道

頓

堀
と
凡
そ

七
鮪
の
運

河
が
横

走

し
て
ゐ

る
､
覚

文
頃

の
海
岸
園
を
見
る
と
こ
れ
ら
の
運
河
は
す

べ
て
海
港
と

し
て
の
船
舶
の
引
込
録
で
北
に
ま
だ
安
治
川
の
無

い
時

分
こ
れ
ら
の
蓬
強
は
外
囲
の
河
港
に
見
受
け
る
ド
ッ
ク

の
役
目
を
兆
し
て
ゐ
化
の
で
あ
る
が
､
こ
の
部
分
の
土

地
匝
劃
は
矩
卦
こ
れ
ら
の
道
東
に
妨
げ
ら
れ
て
四
横
堀

以
来
の
ご
と
-
誰
方
形
の
町
並
に
な
っ
て
ほ
ゐ
托.5
い
け

れ
ど
も
凡
そ
八
十
米
を
畢
位
に
匿
介
し
て
あ
っ
て
下
船

場
と
い
ふ
名
の
読
め
す
が
如
-
､
砂
場
の
附
腐
捲
匠
と

も
い
ふ
べ
き
形
で
あ
る
｡

蓋
し
大
阪
の
歴
史
を
調

べ
て
見
る
と
以
上
の
降
測
及

遅
発
の
完
成
は
元
卸
覚
永
に
亙
る
の
で
あ
る
が
東
西
棒

先

宋
九



地

球

堀
.
土
佐
堀
.
阿
波
掘
､
遭
頓
堀
の
ご
と
き
は
豊
臣
秀

晋
が
天
瀬
十

1
年
に
大
阪
城
に
入
っ
て
か
ら
稜
､
秀
頼

の
滅
u
L'至
る
隅
に
出
来
た
も
の
で
あ
る
､
換
言
す
れ

ば
大
阪
市
と
し
て
の
最
初
の
都
市
計
測
者
が
秀
吉
の
命

を
受
け
て
立
案
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
｡
秀
音
の
大

阪
城
は
束
横
堀
か
ら
東
大
和
川
金
部
南
蛮
堀
に
横
が
っ

て
そ
こ
に

一
の
丸
'
二
の
丸
､
三
の
九
､
と
三
霞
に
牧
園

ん
で
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
ー
共
時
の
大
阪
人
民
の
住

宅
商
業
匠
は
果
糖
掘
以
西
に
あ
っ
た
事
は
疑
の
な
い
軍

資
で
あ
る
､
そ
こ
で
､船
塀
､
島
之
内
を
基
本
壕
と
し
て

下
船
場
に
蓬
莱
を
入
れ
て
通
商
に
便
じ
ー
同
時
に
中
之

島
の
北
天
描
匠
に
も
(慶
兵
三
年
)
天
蒲
堀
を
通
じ
る
こ

と
に
し
た
の
で
あ
っ
た
O
常
時
は
大
阪
三
郷
と
唱
へ
て

天
満
､
北
､
南
の
三
組
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
､
や
が
て
豊

臣
氏
が
u
ぴ
て
徳
川
氏
の
天
下
と
な
る
や
､
大
阪
城
代

と
し
て
板
平
忠
明
が
こ
1

を
餓
す
る
こ
と
に
な
っ
て
､

既
に
焼
け
丑
-
し
て
ゐ
た

大
阪
城
を
再
建
し
た
が
.
今

度
は
規
模
を
小
に
し
て
'
豊
駐
時
代
の
三
の
丸
を
全
部

市
街
地
と
し
て
伏
見
の
町
人
を
こ
ゝ
に
移
住
さ
し
た
ー

同
時
に
伏
見
の
町
人
で
京
町
堀
を
掘

っ
て
そ
の
沿
岸
に

第
五
砕

第
]
娩

9
0

七
〇

移
任
し
柁
も
の
も
あ
っ
花
が
.
さ
て
こ
の
徳
川
時
代
に

な
っ
て
出
家
た
新
し
い
郡
市

の
瞳
割
は
豊
臣
時
代
の
臨

劃
と
は
違
っ
た
尺
度
を
用
ひ

た
の
で
あ
っ
た
､
よ
-
也

圏
を
見
る
と
船
場
連
の
八
十
米
正
方
形
の
山
速
は
竿
町

の
つ
も
-
で
､

1
丁
目
と
い
ふ
の
は
其
二
つ
を
食
せ
て

あ
る
､
則
ち
百
六
十
米
で

1
丁
と
な
っ
て
ゐ
る
が
ー
之

豊
満
郡
市
な
ど
に
封
麿
す
る
と
京
都
市
は
百
四
十
米
が

7
町
で
約
六
十
間
を
･一
丁
と
し
て
ー
栗
田
の
通
と
し
等

町
三
十
聞
ご
-
J
に
甫
北
の
縦
の
通
が
あ
る
か
ら
正
方
形

に
t15
つ
て
ゐ
な
い
O
併
し
大
阪
は
八
十
米
印
四
十
聞
平

方
の
隅
劃
で
あ
る
ー
こ
1
が
秀
雷
の
都
市
計
測
の
前
人

の
跡
を
跨
襲
せ
な
か
っ
た
妙
所
で
あ

っ
た

の
で
あ
る

が
､
松
平
忠
明
は
そ
の
事
野
を
無
税
し
て
p
三
の
丸
や

京
町
で
､
京
都
風
の
六
十
間
に
三
十
間
の
矩
形
の
町
制

を
施
し
た
､
こ
れ
は
伏
見
の
町
民
が
移
住
し
た
か
ら
ー

京
都
の
郡
計
を
そ
の
ま
ゝ
輸
入
し
た
満
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
ぬ
が
'
石
町
釣
錦
町
平
野
町
あ
た
ら
の
院
劃
を
見

る
と
束
横
堀
以
関
に
比
し
て
､
い
か
に
せ
ゝ
こ
ま
し
い

か
･>
明
瞭
に
な
る
｡
北
方
大
浦
組
の
方
は
豊

臣
氏
以
前

の
古
い
町
制
に
従
っ
た
と
見
え
て
其
町
幅
塾
-
京
都
式



で
～地
場
島
之
内
の
雄
大
さ
が
な
い
､
し
か
し
こ
l
で
払

平
思
明
の
邸
計
に

7
つ
嘗
智
す
べ
き
も
の
が
あ
る
｡
そ

れ
は
秀
葦
が
京
郡
市
の
都
計
な
た
で
ー
御
土
塀
を
つ
-

-
､
終
車

の寺
院
を
す
べ
て
東
京
極
に
集
中
し
た
故
智

に
従
っ
て
元
和
三
年
町
劉
な
行
ふ
や
大
阪
田
中

の寺
院

を
す

べ
て
市
の

1!
方
に
追
ひ
よ
せ
柁
こ
と
で
あ

る
､
其

1
つ
は
天
満
の
北
に
あ
る
寺
町
､
-及
天
王
寄
附
走
に
あ

る
歌
膝
の
寺
町
通
で
あ
る
O
こ
れ
は
地
圏
の
上
に
明
に

1
線
を
引
い
て
ゐ
て
奇
術
の
特
色
鮮
顕
は
し
て
ゐ
る
か

ら
よ
-
わ
か
る
､
蓋
し
こ
の
犬
猫
の
寺
町
は
大
阪
の
北

端
で
今
の
梅
田
輝
が
そ
の
寓
陣
寺
の
背
後
の
墓
地
で
あ

っ
た
こ
-とな
A
J
に
よ
っ
て
北
の
限
-
蜜
ホ
め
し
､
衆
は

こ
の
天
王
寺
の
寺
町
で
も
つ
て
都
市

の
境
と
し
た
の
で

酉
は
常
然
今
の
木
津
川
ま
で
3･
あ
っ

た
の
で
あ
ら
う
rj

従
っ
て
地
問
を
見
る
と
寺
町
か
ら
木
津
川
ま
で
の
間

は
誠
に
輔
街
ら
し
-

一
定
の
計
測
に
基
い
で
倣
腰
の
行

届
い
た
も
の
が
あ
る
の
む
知
る
の
で
あ
る
が
､
其
後
周

囲
の
聯
按
町
村
が
大

阪
市
に
入
る
に
至
っ
て
過
去
の
町

村

の乱
雑
な
道
路
の
形
式
を
そ
の
皇
ゝ
に
大
阪
に
編
入

し

た
の
で
天
満
の
寺
町
の
北
か
ら
四
へ

か
け
て
の
一
院

地
恩
教
材
と
て
し
の
地
形
囲

域
及
道
頓
堀
か
ら
南

へ
か
け
て
の
区
域
は
街
路
横
斜
贋

覗
､
屈
曲
.
仝
-
以
て
統

一
が
な
い
､
こ
れ
は
飴
稗
面

白
い
現
象
で
あ
る
'
蓋

し
明
瞭
な
都
計
を
撞
つ
る
こ
と

秀
吉
叉
は
忠
明
の
鮒
き
政
治
家
か
層
な
い
で
化

5･
無
暗

に
近
隣
を
併
合
し
た
趣
が
よ
-
わ
か
る
と
思
ふ
､
従
っ

て
運
東
の
系
統
の
如
き
も
水
砕
川
以
西
は
支
離
滅
裂
の

趣
が
あ
る
'
陀
5
今
度
愈
大
都
市
に
は
,つ
た
の
で
今
宮

か
ら
覇
.
関
西
線
以
南
の
基
地
に
於
で
新
た
に
六
十
問

平
方
の
町
制
な
行

ふ
て
あ
る
所
が
著
し
-
目
立
つ
の
み

で
あ
る
､
そ
こ
で
大
坂
に
は
､
そ
の
開
閉
の
時
に
施
し
た

四
十
間
平
方
の
町
制
と
､
箪
二
次
の
京
都
式
矩
形
､
第

三
次
の
近
隣
町
村
の
地
方
的
町
劉
ー
節
四
次
の
六
十
聞

平
方
と
い
ふ
四
通
-
の
町
並
が
出
家
化
の
で
あ
る
､
之

を
町
の
中
隔
な
る
も
の
は
往
々
親
模
狭
小
で
､
同
園
湛

漸
次
都
合
よ
-
な
つ
で
術
-
厨
の
海
外
の
郡
市
倫
敦
､

巴
鬼
塚
A
J
に
対
照
す
れ
は
.
中
央
が
光
も
規
劃
が
正
し

-
て
其
同
園
ほ
ど
却
っ
て
退
化
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
､
大

阪
市

の如
き
は
都
市

仙
膨
脹
の
姉

に見
る
定
例
で
は
あ

る
ま

い･か
､
今
度
出
凍
る
大
阪
帝
都
計
の
太
道
路
も
依

然
こ
の
歴

史
に
従
っ
て
､
中
央
部
に
は
縦
横
の
混
焼
大

空

J
,J
t



柏

癖

路
が
碁
盤
形
に
出
凍
る
が
､

安
治
川
以

北
木
津

川
以

西
ー
道
頓
堀
川
南
に
至
っ
て
は
白
か
ら
規
格
を
破
つ

柁

曲
線
大
路
や
星
僚
大
路
が
出
邪
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
て

何
だ
か
柁
よ
･CLな
い
趣
が
見
え
る
､
蓋
し
今
に
し
て
秀

告
の
偉
太
さ
を
思
ふ
の
威
が
ふ
か
い
｡

最
後
に
大
阪
市
街
樹
を
見
て
面
白
い
と
思
ふ
の
は
､

抑
揚
島
之
内
S
中
握
部
に
は
少
い
が
'
下
僻
場
な
ど
,tq･)

よ
-
見
る
と
町
制
の
中
に
道
路
が
行
き
つ
ま
-
に
な
っ

た
の
が
非
付=
に
多
-
目
に
つ
-
こ
と
で
あ
る
.
こ
れ
は

蓮
町
で
あ
っ
て
乗
洋
風
の
市
街
で
は

甚
だ
多
-
見
ら
れ

る
も
の
で
交
通
の
不
便
を
故
で
君
と
し
な
い
悠
長
t･6栽

卦
の
凝
視
だ
と
も
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
､
茸
は
こ

れ
は
荏
終

上
の現
象
で
あ
っ
て
､
か
や
-
な
任
層
を
上

p))ジ
ズ
ヤヒ

オ
ご
アズ
†ヒ

方
で

廊

子

住

居

と
い
っ
て
'
衆

住

居

か

ら
臨
別
さ
れ
て

ゐ
る
'
地
図
に
は
出
て
ゐ
な
い
け
れ
ど
も
､
船
場
.
良

ロ1.ワ
ソ

の
円
の
嘘
h
場
と
い
へ
と
も
町
の
間
に

7
聞

廊
子

や
二

リッ
ジ

間

廊

子

が
設
け
で
あ
っ
て
､
そ
こ
に
入
る
と
往
々
化
尺

二
間
の
小
さ
い
住
宅
が
数
月
櫛
比
し
て
ゐ
る
の
が
例
で

あ
る
､
し
か
し
今
日
の
大
坂
は
か
や
-
に
し
て
町
家
の

適
の
基
地
を
極
端
に
制
限
し
て
も
独
人
口
の
収
容
が
出

弟
五
魯

第

1
脱

窒

セ
こ

凍
な
い
か
ら
､
愈
西
洋
風
に
二
階
三
階
と
立
臆
的
に
住

宅
を
昇
し
て
行
-
索
道
に
向
つ
で
来
て
ゐ
る
､
こ
れ
叉

僻
駆
塵
蔓
の
一
現
象
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
｡
(藤
田
)

投

薬

阿

蘭

陀

木

綿
鶴

岡

撃

人

大
洗
十
四
年
十

1
月
廿
三
日
北
河
内
部
門
異
材
に
伊

越
野
院
を
訪
ね
た
､
同
家
は
地
方
き
っ
て
の
名
門
p
十

三
代
つ
3･.い
て
鷹
番
の
家
で
常
講
葛
岡
氏

は目
下
京
都

㈲
立
樺
太
に
在
畢
中
と
の
こ
と
で
あ
る
が
後
見
人
と
し

て
伊
達
富
士
雄
氏
が
凝
院
を
開
い
て
居
ら
れ
る
｡

系
樹
の
正
し
い
名
家
で
あ
る
か
ら
に
其
の
家
歴
数
も

中
々
立

派
砧
も
の
で
大
和
屋
根
の
西
方
の
切
要
が
白
壁

に
し
て
あ
っ
て
､
末
の
方
は
破
風
作
-
り
に
な
っ
た
古

色
蒼
然
た
る
却
屋
が
あ
る
､
入
っ
て
み
る
と
母
屋
の
天

井
は
下
か
･J.
染
木
が
見
え
て
普
通
の
天
井
の
や
-
に
染


