
地

球
V
箱
甘
九
番

第
五
畿
昭
利
八
憲

二

日

北
九
州
に
放
け
る
産
生
代
地
殻
奨
動
に
就
て

島

止

武

雄

緒
言

-
朝
倉
山
地
の
地
形
的
特
徴

-
朝
食
･:S
川
の
柵
造
-
結
諭

一p
緒

言

北
九
州
に
放
け
る
近
生
代
の
地
殻
極
動
史
に
関
す
る
吾
人
の
知
織
は
極
め
て
幼
稚
で
あ
る
.
況
や
各
鍵
動
の
繊
巧

に
闘
す
る
知
識
の
貧
窮
な
る
に
至
っ
て
は
諭
を
ま
た
な

い
.
此
地
方
に
於
で
準

b
-

一
回
在
ら
ず
数
回
の
比
較
的
劇

烈
な
る
婁
動
期
が
春
准
し
ね
ら
う
と

一
般
に
想
像
せ
ら
れ
て
居
る
が
､
乙
の
瓢
に
閑
し
薯
例
を
明
示
し
て
地
史
的
ほ

説
明
を
下
せ
る
文
献
は
寡
聞
在
る
小
蕪
は
未

だ之
を
知
ら
な

い
｡
勿
論

一
個
の
断
層
と
経
も
古

き
時
代
に
畿
焦
せ
る

も
の
が
次
の
担
動
期
に
於
で
再
び
活
動
し
た
と
考
ふ
ベ
F
JJg
の
も
僅
少
掌

ら
ず
と
信
ず
れ
ど
も

､
大
磯
に
於
で
率
動

形
式
を
匿
介
し
'
同
様
の
.形
式
h
l持
つ
も
の
は
主
と
し
て
あ
る
特
定
の
時
期
に
聴
佳
し
た
と
云
ふ
や
う
夜
革
が
論
定

班
釆
は
し
老

い
か
｡
rJ
の
問
題
は
勿
論
地
質
撃
的
惑
大
問
題
で
あ
っ
て
簡
単
に
決
し
斯

き
乙
と
明
瞭
で
あ
る
が
'
余

北
九
州
に
於
け
る
近
舵
代
地
故
増
劫
に
北
て

害
毒



地

球

筋
十
九
各

節
五
眺

望

八

二

が
澱
紀
宝
と
し
て
筑
紫
闘
朝
倉
地
方
ほ
て
観
察
せ
る
春
寒
を
根
櫨
と
し
､
本
問
題
解
答
の

一
部
を
左
に
掲
げ
や
う
と

E
･3
ふ
｡
近
さ
撒
雄
に
放
て
筑
豊
泉
田
及
そ
の
田
近
の
構
造
に
観
し
同
様
の
観
察
を
進
め
､
本
問
題
の
完
結
を
期
し
て

居
る
が
p
左
に
掲
ぐ
る
所
は
其
前
編
と
し
て

]L
舷
の
御
批
判
を
仰
ぎ
､
諸
先
輩
の
御
指
導
を
娼
は
る
を
碍
ば
幸
甚
の

至
り
で
あ
る
｡

二
､
朝
倉
山
地
の
地
形
的
特
徴

筑
紫
山
脈
は
福
岡
市
よ
-

二
日
市
を
経
て
筑
紫
平
野
は
通
ず
る
北
西
-

商
兼
に
延
び
た
る
所
謂
二
日
市
低
地
昔
に

ょ
-
'
東
部
筑
紫
山
塊
及
商
都
筑
紫
山
塊
に
分
た
れ
る
｡
面
で
東
部
筑
紫
山
塊
の
主
と
し

て筑
紫
平
野
は
接
し
､
そ

の
北
東
に
倍
液
す
る
山
地
は
そ
の
他
の
部
分
と
地
形
的
に
匿
劃
し
禅
べ
-
､
今
乙
･,
ほ
朝
倉
山
地
と
名
づ
け
て
少
し

く
そ
の
地
形
的
特
徴
を
観
察
せ
ん
と
欲
す
る
.

先
づ
本
山
地
の
脊
稜
地
形
を
槍
す
る
に
'
秋
月
町
の
北
西
約
三
粁
附
近
の
山
峰
よ
-
教
L
t
東
方
新
八
丁
'
輩
八

丁
の
峠
を
経
て
古
虞
山
(8
6
2
m
)
に
重
み
､
藍
に
来
し
て
廃
山
(92
7
m
)
及
馬
見
川
(
9
7
∞
m
)
に
及
ぶ
東
西
の
山
嶺
は

同
所
に
於
で
漸
次
轡
ー附
し
て
藩
は
南
東
の
進
路
を
牧
少
､
七
百
米
の
高
藤
を
有
す
る
数
個
の
両
峰
を
連
ね
'
小
石
原

街
道
酉
側
は
そ
れ
と
平
行
し
て
赤
谷
の
北
方
車
田
附
近
ほ
ま
で
及
ん
で
あ
る
｡
右
の
山
脈
の
酉
車
郵
即
東
関
に
走
る

山
嶺
の
北
側
に
は
rJ
れ
ほ
接
し
て
'
櫛
木
.
瀬
畑
､
膳
骨
､
異
名
子
及
宇
土
浦
等
の
低
地
が
兼
酉
は
排
列
し
'
賓
に

顕
著
な
る
地
形
を
な
し
て
居
る
｡

両で
rJ
の
低
地
帯
は
宇
土
浦
以
来
に
於
で
は
南
に
轡
曲
し
て
小
石
原
街
道
は
よ
-

訴
め
き
克ュ
る
低
地
碑
と
連
縛
す
る

｡面
で右
の
轡
曲
山
脈
か
ら
乙
の
低
地
帯
に
向
つ

tJ傾
斜
す
る
斜
面
は
断
固
崖
の



地
形
を
示
し
て
居
る
に
ょ
つ
て
､
余
は
之
を
梅
見

両
断
簡
捷
と
名
づ
け
止
｡
攻
は
右
の
轡
曲
す
る
山

脈
の
南
側
に
､
小
石
原
川
及
佐
田
川
上
流
横
谷
を

隔
て
て
'
こ
れ
よ
-

一
段
低

9,､
同
様
の
轡
曲
を

閣

示
し
て
並
走
す
る
山
嶺
が
春
准
す
る
｡
即
秋
月
町

形地朝 倉 川 地

北
九
州
に
於
け
る
近
北
代
地
殺
担
刺
に
就
て

つ
ぷ
ろ
ぷら

の
南
方

首

淵

附

近
の
山
峰
よ
-
田
代
を
隔
て
て
挽

練

(694m
)
に
結
ぶ
山
城
は
光
酉
に
走
る
が
､
乙
の

附
近
ょ
-
南
東
は
轡
曲
し
て
鳥
屋
山

(645m
)
他

種
雁
罵
(
7
)6m
)
及
米
山
(
59
1m
)
等
ほ
延
長
す
る

事
は
賓
に
留
意
す
べ
き
革
質
で
あ
る
｡
攻
に
以
上

の
鼎
葦
行
す
る
二
修
の
轡
曲
山
脈
の
南
西
は
更
に

一
段
低

p
J;
塊
が
存
在
す
る
｡
fJ
の
山
塊
と
第
二

の
轡
曲
山
脈
の
南
西
に
更
け

一
段
低
さ
山
塊
が
存

在
す
る
｡
乙
の
山
塊
と
第
二
の
轡
曲
山
脈
と
の
低

･
い終

地
鼎
は
耳
園
､
嘘
目
口
､
元
の
日
'
桃
谷
を
称
ぶ

佐
田
川
の

一
支
流
及
備
谷
以
下
の
佐
田
川
の
統
轄

に
よ
-
y
示
め
さ
れ
る
｡
最
後
の
山
塊
の
閉
園
は

三
九

≡



地

球

節
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九
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節
兼
班

ニTE.O

直
接
筑
紫
平
野
は
隣
接
す
る
D

次
は
本
川
地
と
筑
紫
平
野
と
の
境
碁
線
は
大
磯
関
北
閣
-
兼
商
兼
に
走
か
t
rJ
机
を
北
西
に
追
跡
す
る
時
は
､
二

H
i;
低
地
帯
は
迎
縛
す
る
を
以
で
､
或
は
乙
J
は
延
長
の
大
な
る
断
層
存
在
す
べ
L
と
想
像
す
る
者
も
無
さ
を
保
し

難

い
が
p
卸
賓
は
乙
J
は
断
腎

席
と
思
し

き
も
の
が
な

い
O
迄
か
北
方
糟
屋
泉
田
の
東
方
は
あ
っ
て
'
米
山
､
若
杉

両
､
砥
石
山
及
三
郡
山
等
を
運
ぬ
る
北
西
-
庸
東
に
走
る
山
脈
は
そ
の
軸
商
斜
面
に
放
て
撞
着
な
る
新
断
毘
聖

ボ
し
.

屡
ば
三
郡
断
固
崖
と
し
て
報
ぜ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
が
､
rJ
れ
は
延
長
約
十
肝
に
し
て
そ
の
南
方
は
右
の
山
脈
と

殆
ど
直
交
し
三

二
群
山
よ
-
薯
満
山
p
愛
山獄
山
等
を

連
ね
る
山
嶺
は
よ
-
妨
げ
ら
れ
て
消
滅
す
る
｡
即
本
断
層
を
朝

倉
山
地
と
筑
紫
平
野
と
の
境
脚
線
附
近
ほ
ま
で
延
長
す
る
事
は
出
衆
を

い
｡
従
で
筑
紫
平
野
の
成
因
に
閑
し
､
そ
の

北
東
蓮
は
於
で
延
長
の
大
在
る
簡
単
な
る
断
層
は
よ
-
陥
没
が
行
は
れ
ね
と
な
す
考

介
は
不
各
班
で
あ
る
.
即
筑
紫

平
野
の
成
因
問
題
は
愈
々
複
都
に
在
っ
て
凍
る
｡

乙
･J
は
攻
の
如

き
疑
問
が
あ
る
O
rJ
の
附
近
ほ
は
上
述
の
如
-
断
菅
尾
在
る
79
の
無
-
､
従
で
断
暦
に
よ
る
上
下

運
動
を
地
形
的
LJ,推
定
す
べ
き
珊
由
を
も
た
ぬ
ど
も
､
乙
の
山
地
及
平
野
の
境
堺
線
附
速
は
於
で
p
そ
の
左
右
の
両

地
塊
が
水
中
運
動
を
し
た
の
で
は
夜

い
か
と
云
ふ
疑
問
が

A
rJ
る
｡
乙
の
鮎
に
翻
し
附
近

一
昔
の
地
膚
分
布
を
燐
-

観
察
す
る
ほ
､
主
と
し
て
花
園
岩
よ
-
成
る
閣
郵
筑
紫
山
脈
の
南
棟
に
放
て
､
有
年
暦
が
狭
長
な
る
帯
状
を
覆
し
て

露
出
し
で
居
る
｡
そ
の
延
長
と
恩
は
れ
る
も
の
が
鳥
栖
町
附
近
の
他
山
及
大
刀
洗
附
近
の
花
立
山
に
存
在
す
る
｡
雨

で
rJ
の
両
地
の
常
任
暦
の
走
向
は
北
六
十
度
乃
至
七
十
度
東
ほ
し
で
'
且
花
立
山
北
麓
に
現
は
れ
る
花
園
岩
の
小
露

刷
と
古
座
膚
と
の
境
界
線
は
正
に
朝
倉
山
地
の
秋
月
附
近
ほ
て
北
六
十
度
東
の
方
向
を
も
っ
て
隣
接
す
る
北
方
の
載



陶
岩
と
璃
方
の
東
壁
暦
と
の
境
界
線
に
完
重
な
る
糖
績
賀
ホ
め
す
｡
即
,J
の
境
界
線
は
遠
-
佐
賀
i=
の
北
西
小
城
町

附
近
ょ
-
追
跡
し
得
る
も
の
で
あ
っ
て

筑
紫
平
野
下
に
於
三

部
第
四
紀
腎
は
被
経
せ
ら
れ
て
見
え
ざ
る
も
､
殆

ど
直
線
的
般
槙
聖

不
め
し
て
居
る
｡
従
で
乙
J
-こ
大
在
る
水
軍
移
動

)a
t
erat
disptacem
ent
を
暇
想
す
る
rJ
と
は

絶
封
に
不
各
州
で
あ
る
｡

次
に
上
述
せ
る
朝
倉
山
地
の
轡
曲
山
脈
地
形
を
虹
に
大
に
せ
る
も
の
と
し

て酉
部
筑
紫
山
地
の
脊
稜
地
形
に

一
瞥

教
典

へ
る
必
要
が
あ
る
｡
蛤
岳
､
脊
振
山
.
猟
師
岩
山
及
金
山
等
を
連
ね
る
南
東
よ
み
北
西

へ
走
る
山
嶺
は
金
山
附

近
ほ
放
て
漸
次
方
向
む
酉
北
酉
に
取
皇

南

峰
を
隔
て
て
富
山
に
到
れ
ば
進
路
を
西
に
鼻
じ
､
雷
-I
.
羽
金
-=
､
女

練
､
押
縁
-1
p
十
防
山
等
を
連
ね
て
両
方
に
延
び
る
.
乙
の
轡
曲
山
脈
の
酉
側
に
は
顕
著
在
る
断
層
地
形
が
見
ら
れ

(I
)

る
｡
即
金
山
よ
わ
南
東
部
に
於
で
脊
稜
山
嶺
の
北
東
側
に
は
辻
村
助
教
授
の
所
謂

七

曲

峠
断
暦
塵
あ
㌔

を
の
西
南

(-
.)

斜
面
に
は
同
氏
の
所
謂
脊
振
断
層
崖
が
畿
達
す
る
｡
富
山
以
酉
に
あ
っ
て
は
出
地
中
に
脊
稜
山
嶺
と
平
行
し

て東
西

に
連
な
る
二
修
の
低
地
帯
が
離
め
ら
れ
る
事
は
地
形
的
に
興
味
が
あ
る
｡
そ
の
中
南
側
の
も
の
は
播
植
の
北

､淵
上

し
を
ひ

よ
ら
白
木
を
経

て洋
撤
山
南
束
の
低
地
及
荒
川
附
進
の
低
地
を
連
ね
'
上
無
粋
呂
の
低
地
に
出
で
更
に

紳

水

川
及
岳

の
低
地
に
至
る
線
を
以
て
衷
ruれ
る
O
北
側
の
も
の
は
南
側
整

.芸

と
は
云
以
難

いが
'
鹿
家
よ
卓
原
､
異
名
子
､

小
戚
'
常
山
(観
膏
)等

む
結
ぶ
直
線
を
以
て
示
さ
れ
る
｡
こ
れ
等
の
地
形
は
朝
倉
山
地
骨
稜
部
の
地
形
と
甚
し

き
粗

似
堅
ホ
し
て
居
る
が
､
如
何
な
る
構
造
機
巧
を
以
て
せ
ば
是
を
敢
各
班
的
に
散
明
し
得
る
か
'
本
間
題
は
倭
節
に
譲

る
と
し
て
今
乙
,J
で
は
た
だ
次
の

一
事
を
附
記
し

て置
-
｡
以
上
の
肢
蓮
に
よ
-
筑
紫
山
脈
に
於
で
濃
絹
著
在
る
北

El引i:

西
-
南
東
に
走
る
辻
村
助
致
接
の
所

謂

筑

紫

断
層
系
と
東
西
に
走
る
延
長
の
大
な
る
断
層
系
と
は
全
然
別
個
に
畿
建

北
九
州
に
於
け
る
泣
出
代
地
政
教
動
に
放
て

三51

五



地

球

終
十

九

番

節

光
雄

高

二

六

せ
る
も
の
で
は
な

い
事
は
明
瞭
で
あ
る
｡
即
同
時
期
の
形
成
は
鷹
す
る
と
云
ふ
轟
が
充
分
正
確
に
経
論
せ
ら
れ
る
｡

以
上
的
越
せ
る
数
個
の
地
形
的
特
徴
を
敢
合
理
的
は
殻
明
し
得
る
構
造
論

を
婁
求
す
る
｡
余
は
次
に
朝
倉
茨
田
は

窮 二 間 朝 倉 泉 田 断 何 周

I五此ElllA-.=於 テ唯伴試飾;ヨル結苑 ヲ;E参考 ノ結 メ糊元スo
IIo ヲ附 セ ル位釈 ノ､jI二碓二柵 メラ レダ リ｡

於
で
堆
め
柑
た
る
地
質
的
現
構
潰
状
態
を
基
礎
と

し
て
p
上
逃
せ
る
地
形
的
特
徴
に
充
分
留
意
し
っ

つ
推
論
を
進
め
之
を
地
史
的
ほ
展
開
せ
ん
と
欲
す

る
の
で
あ
る
｡

三､
朝
倉
炭
団
の
構
造

(7)

金
は
澱
近
拙
著

｢
筑
紫
平
野
及
其
の
他
近
の
地

質
は
視
す
る
造
構
史
的
考
察
｣
は
於
で
朝
倉
米
田

は
教
壇
す
る
厚

さ
糞
塊
岩
下
に
存
在
す
る
節
三
配

暦
は
北
酉
1

南
兼
の
数
多
の
断
層
は
よ
っ
て
斜
断

せ
ら
れ
る
と
典
に
､
南
北
或
は
こ
れ
に
近

Fu走
向

を
有
す
る
数
個
の
断
層
は
よ
っ
て
縦
断
せ
ら
れ
て

居
る
革
質
聖

不
摘
L
I
術
も
第
三
紀
層
及
基
塊
岩

間
の
不
整
各
面
が
縦
断
暦
は
よ
っ
て
面
の
蓮
縛
を

胤
n
れ
る
乙
と
夜
-

<1
様
に
約
十
八
度
の
傾
斜
む

I
JP

.･.-

lノ=-

-
･
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I
p
･
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以

て磯
連
す
る
頚
茸
を

∵
試
し
1
,J
れ
等
の
縦
断
暦
は
基
塊
岩
堆
積
以
前
に
珪
成
せ
る
も
の
在
る
轟
を
結
論
し
た
｡

畢
珠
川
村
古
城
掠
附
壁
を
北
閣
-

南
光
に
走
る
断
層
が
あ
る
｡
今
こ
れ
を
古
城
原
断
層
と
名
づ
け
ん
｡
而
て
こ
の

断
暦
の
北
に
隣
接
す
る
匿
域
を
土
師
:-
憧
'
寓
は
隣
接
す
る
筒
域
を
五
駄
山
隈
と
命
名
し
､
爾
慣
域
の
断
面
同
を
作

る
時
は
第
二
問
の
如
-
で
あ
る
O
作
間
に
常
-
雨
匿
に
於
で
試
錐
の
位
置
が
三
者
(
金
剛
試
錐
)と
も
不
串
に
し
て
断

層
面
を
賞
-
如

qJ場
所
に
撰
定
せ
ら
れ
た
と
考
ふ
る
時
は
､
必
ず
し
も
不
整
合
面
の
連
紹
性
を
像
想
す
べ

き
結
果
を

件
は
な

い
が
'
か
か
る
特
種
煤
件
を
満
た
す
場
合
は
極
め
て
可
能
性
薄

さ
も
の
と
見
て
よ
か
ら
う
｡

右
の
不
盤
各
面
が
連
縛
す
る
と
云
ふ
事
案
は
地
質
撃
上
極
め

て蚕
業
在
る
意
義
を
も
つ
｡
こ
の
事
ほ
的
し
て
は
後

節
に
於
で
充
分
は
論
萌
し
や
う
と
瓜
ふ
｡

古
城
原
断
簡
は
薯
珠
山
炭
坑
土
師
山
匿
域
の
水
平
坑
道
大
延
は
放
て
現
は
れ
た
る
走
向
北
三
十
六
度
酉
､
傾
斜
北

東
は
六
十
度
な
る
断
層
に
粕
皆
し
､
そ
の
地
表
位
置
は
古
城
原
部
落
よ
-
北
酉
に
放
て
は
集
塊
岩
と
第
三
紀
層
と
の

境
界
線
に
よ
･1
壬
不
rb机
､
同
部
落
以
南
に
於
で
は
古
城
肘
横
谷
の
左
岸
に
附
ふ
て
南
東

へ
走
る
も
の
と
信
ず
る
.

土
師
山
匿
域
及
東
歌
山
隈
域
の
層
位
を
比
較
し
地
層
の
水
平
塵
位
を
見
る
時
は
､
殆
ど
九
百
米
に
及
び
､
rJ
れ
を
地

層
傾
斜
三
十
庇
と
し
て
断
層
に
よ
る
落
差
を
計
算
す
る
時
は
宵
米
飴
と
な
る
｡
乙
の
事
情
は
土
師
山
値
域
が
五
駄
両

横
域
は
勤
し
水
平
は
約
九
百
米
北
酉
は
移
動
せ
る
沖
或
は
断
層
面
の
傾
斜
の
方
向
に
陪
落
せ
る
か
の
問
題
を
生
む
｡

今
本
断
固
附
近
ほ
於
で
第
三
紀
層
及
尭
塊
岩
の
分
布
を
見
る
な
ら
ば
古
城
原
演
谷
の
右
岸
で
は
基
塊
岩
が
川
床
ま

で
迫
-
節
三
配
暦
故
韮
魂
岩
の
境
界
線
が
至
っ
て
低
付
置
は
あ
る
に
係
ら
ず
､
左
岸
に
あ
っ
て
は
第
三
紀
層
が
か
夜

-
高

い
所
ま
で
分
布
し

て居
る
｡
即
第
三
配
管
皮
集
塊
岩
の
境
界
線
は
左
石
両
岸
に
於
で
約
八
十
米
空
荷
低
差
聖
不

北
九
州
に
於
け
る
近
火
爪
地
政
礎
湖
に
就
て

轟

三

L



地

球

節
十
九
海

鮮
五
奴

r]1謁

八

し
て
屠
る
｡
即
断
暦
は
明
か
に
英
魂
岩
を
切
で
居
る
｡
従
て
古
城
原
断
層
は
藁
塊
岩
堆
積
以
後
の
形
成
で
あ
る
革
明

瞭
で
あ
る
｡

木
炭
川
中
に
は
古
城
原
断
暦
に
中
村
す
る
断
静
が
数
多
知
ら
れ
て
居
る
.
耐
て
こ
の
断
層
系
は
地
表
の
分
布
状
態

よ
か
索
す
る
時
は
葛
城
原
断
簡
と
同
棲
は
基
魂
岩
を
戚

っ
て
居
る
事
が
療
せ
ら
れ
､
集
魂
岩
堆
積
以
磯
の
形
成
で
あ

る
事
が
わ
か
る
｡
故
に
rJ
の
種
の
断
層
を
紙
箱
L

y古
城
原
断
簡
系
と
呼
ぽ
ん
0

基塊岩下ノ第三紀層不整弁面

既詔舌Lih E至当如棚 ⊂=二牲嶋岩

I-otl驚 窟 豊新 '渋 紙

次
は
上
越
せ
る
基
塊
岩

と
第
三
紀
層
と
の
間
の
不

整
合
面
に
付

で
更
は
明
瞭

在
る
概
念
を
得
る
べ
-
節

三
岡
の
作
成

を
試
み
た
｡

本
間
は
地
表

の
事
情
よ
か

推
察
出
来
る
諸
事
項
及
驚

珠
山
茨
珠
は
於
て
行
へ
る

数
多

の
試
雅

の
結
基
等
よ

カ
推
定
せ
る
不
整
合
面
を

水

中
曲
線
を
以
で
表
示
し
た
も
の
で
あ

る
｡

こ
れ
等
の
水
車
曲
線

は

音域原
断暦
附

道
は
於
で
著
し
-
屈

曲
し
て
屠

る
｡

面

で
五
駄
山

匿
域

の
鮮
錐
の
示
す
解
放
金
泉
田
に
亘

る
第
三
紀
暦

と
基

軸岩
と
の
遡
求
は
放
け
る
療
脚
線
よ
-

…
…
.
ー

一1-1
!
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察
す
る
時
は
不
革
各
面
の
水
平
曲
線
は
第
三
紀
層
の
走
向
と
大
磯
に
於
て

一
致
し
て
居
る
.
今

市
城
原
断
層
系
の
発

珪
以
前
の
構
造
を
想
像
す
る
時
は
各
匿
の

contour
は
完
熟
に
唯
直
線
を
以
て
連
結
ruれ
､
仝

炭
田
に
豆
少
来
方
乃

至
南
方
に
傾
斜
す
る
平
面
を
視
る
で
あ
ら
う

｡
両
で
rJ
の
傾
斜
面
は
付
で
現
在
知
ら
れ
た
る
澱
高
瓢

(
渦
紋
千
二
百

八
)と
政
低
鮎
(
海
水
準
下
三
百
四
八
)と
の
高
度
差
は
殆
ど
五
官
米
は
及
ぶ
｡
余
は
乙
の
不
整
合
面
が
同

一
の
傾
斜
度

を
以
て
東
方
は
向
つ
で
弘
に
幾
分
の
延
長
あ
る
革
む
想
像
す
る
と
典
に
西
方
の
高
所
は
嘗
て
存
在
し
て
居
た
部
分
が

既
に
浸
蝕
し
去
ら
れ
て
今
H
目
撃
す
る
事
が
出
水
を
-
在
つ
た
と
云
ふ
事
薯
を
推
察
す
る
も
の
で
あ
る
｡
然
ら
ば
乙

の
平
面
は
地
質
撃
的
ほ
如
何
な
る
事
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
､
FJ
の
鮎
に
閥
し
て
は
後
節
に
於
で
給
試
し
や
う
0

朝
倉
淡
糊
に
於
け
る
節
三
配
暦
の
分
布
を
見
る
時
は
'
牝
は
小
石
原
街
道
の
｢
来
｣
よ
み
商
は
筑
横
川
に
接
近
せ
る

阿
蘇
山
ま
で
約
八
粁
ほ
亘
か
凸
所
を
兼
方
は
向
け
た
る
弧
状
を
量
し
て
刺
長
-
発
現
岩
下
は
連
結
し
て
存
在
す
る
革

は
も
は
や
疑
念
を
入
れ
ざ
る
革
賓
で
あ
る
が
､
そ
の
中
､
北
部
の
｢
東
｣
-
山
の
帥
間
は
第
三
紀
層
の
分
布
及
地
層
の

走
向
北
ハほ
北
二
十
鹿
西
な
る
に
勤
し
､
山
の
醐
以
南
に
於
で
は
上
越
の
古
城
原
断
層
系
に
よ
み
数
値
に
分
割

m,粧
､

且
各
匿
が
著
し
-
轡
曲
せ
る
走
向
を
豊
し
て
居
る
｡
余
は
古
城
原
断
層
系
教
生
以
前
の
朝
倉
炭
田
全
般
の
走
向
は
後

述
す
る
川
由
に
基

き
筑
豊
炭
田
の
向
斜
朝
の
方
向
と
同
様
商
北
に
延
び
て
ゐ
た
も
の
と
暇
定
し
､
上
述
す
る
如
き
複

郵
な
る
走
向
傾
斜
は
主
と
し

て古
城
焔
断
層
系
聴
壁
の
影
響
は
蹄
し
て
然
る
べ
し
と
恩
ふ
｡
即
古
城
原
断
層
系
畿
産

の
結
果
.
こ
れ
が
た
め
放
置
に
分
割
せ
ら
れ
た
る
各
情
は
第
凹
閲
A
の
如
-
に
酉
南
に
向
っ
て
傾
勤
し
'
同
時
に
今

ま
で
南
北
の
走
向
を
以
て
居
た
地
暦
が
現
状
の
如
-
に
婁
化
し
た
と
想
像
せ
ら
れ
る
｡
乙
の
考
察
は
凡
て
の
構
造
鋼

係
及
地
形
的
事
情
と
政
も
よ
-
適
合
し
イし
屠
る
｡

北
九
州
に
於
け
る
虹
技
代
地
殺
軸
効
に
就
て

i..M

F.

九
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球

節
十
九
谷

筋
五
擁

三
望

.i
O

も
し
か
-
の
如
-
考
察
せ
ず
'
婦
四
閲
Pq
の
如
-
初
め
か
ら
地
層
の
走
向
が
北
四
十
度
栗
で
あ
っ
た
も
の
が
古
城

原
断
簡
系
の
磯
生
に
よ
-
激
情
に
分
か
た
れ
､
そ
の
際
各
閲
は
傾
動
を
件
は
ず
し
て
､
各
そ
の
閥
は
隣
接
す
る
国
威

第 四 閲

ほ
封
し
珊
封
的
ほ
階
落
し
て
現
在
の
如

き
構
造
HLJ取
つ
ね

と
考
ふ
る
乙
と
は
現
地
形
の
高
低
と
甚
だ
し

-

矛

盾

す

る
｡

次
は
第
四
固
C
の
如
-

o
ri
gi
n
al

の
地
層
の
走
向

を
北
四
十
度
東
と
し
て
古
城
原
断
層
系
は
よ
る
各
置
域
の

水
準
単
位

1

aterat
disp

tacementを
低
想
す
る
事
79
土

越
せ
る
朝
倉
山
地

一
般
の
事
情
と
相
入
れ
を

い
｡
従
で
第

四
固
A
は
示
せ
る
第

一
の
考
察
h
t以
て
最
合
川
的
で
あ
る

と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
｡
両
で
rJ
の
際
各
地
塊
の
商
に
向
ふ

傾
動
は
よ
る
高
庇
の
低
減
畳
は
断
層
に
よ
る
高
度
快
復
畳
よ
-
･71̂
大
で
あ
っ
た
｡
古
城
悦
断
層
及
土
師
山
隈
の
北
緯

を
劃
す
る
中
山
断
層
の
北
方

へ
の
延
長
は
赤
谷
よ
み
隼
田
の
酉
を
迫
力
佐
田
川
の
上
流
に
出
で
.
更
は
橋
立
ノ
時
計

越
し
'
小
石
原
州
の
流
勝
は
出
づ
る
低
地
昔
に

.L
敦
す
る
｡
即
乙
の
低
地
瀞
は
向
で
傾
斜
せ
る
馬
見
山
轡
曲
山
脈
は

rJ
の
断
層
は
よ
ゎ
'L
旦
隆
起
し
て
赦
線
､
鳥
屋
山
.
他
種
腕
鼻
等
の
山
崩
を
作
カ
'
定
は
乙
の
山
嶺
も
商
酉
に
傾
斜

し
同
様
の
現
象
を
-
-
回

へ
し
て
筑
紫
平
野
は
波
す
る
も
の
と
思
惟
せ
ら
れ
る
.

次
に
筑
豊
炭
四
の
構
造
磯
巧
は
踊
し
て
充
分
論
説
す
る
必
要
を
畝
め
る
が
､
未

だそ
の
時
機
は
達
し
で
ゐ
な

い
か

ら
､
rJ
乙
で
は
月
次
の

〓
7°
を
附
託
し
て
置
-
ほ
止
め
る
C
矢
部
ー
長
尾
嗣
教
授
は
よ
-
報
ぜ
ら
れ
ね
如
-
､
本
数
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tjlt
は
湖
北
乃
至
北
々
餅
-
偶
々
粟
は
延
び
た
る
向
斜
構
造
を
有
す
る
宜
佃
(
内
二
佃
は
延
長
小
夜
･Jl
)
の
匿
城
よ
-
成

わ
ー
各
閲
北
は
固
練
は
放

ては
基
盤
を
不
整
合
に
被
覆
す
る
は
対
し
､
そ
の
兼
線
は
断
簡
を
以

て基
盤
と
噴
以
L
T

且
各
匿
の
向
斜
朝
は
著
し
-
光
線
に
接
近
し
て
居
る
｡
pJ
の
向
斜
軸
に
平
行
し
且
各
位
の
光
線
を
割
す
る
断
層
の
外

に
粂
放
閏
に
亘
み
主
と
し
て
北
酉
-

南
東
は
走
る
極
め

て多
-
の
断
層
が
存
在
す
る
｡
面
て
後
者
に
属
す
る
断
層
系

は
主
と
し
て
正
断
層
で
あ
る
｡
従
楽
構
造
上
顕
著
在
る
逆
断
層
は
示
摘
さ
れ
た
事
が
在

い
｡
し
か
し
な
が
ら
余
は
最

近
粂

汲
附
の
放
東
経
を
劃
す
る
香
春
岳
よ
-
英
彦
山
を
結
ぶ
裾
線
に
滑
ふ
て
走
る
断
層
を
調
査
せ
る
ほ
､
そ
の
断
層

面
が
八
十
皮
乃
至
七
十
五
度
を
以
て
束
に
傾
斜
す
る
革
質
を
鍍
見
し
た
｡
即
第

一
系
統
に
属
す
る
断
層
に
顕
著
な
る

逆
断
層
の
春
在
す
る
事
は
充
分
留
意
す
べ

き
事
と
信
ず
る
.
従
っ
て
乙
乙
に
問
題
と
な
る
事
は
こ
れ
等
の
構
造
機
巧

｢〓)

は
闘
し
て
p
そ
の
腫
縮
構
造
と
展
張
構
造
と
の
交
叉
を
如
何
に
僻
す
べ

き
か
と
云
ふ
問
題
で
あ
る
｡
,J
の
鮎
は
充
分

細
密
に
諭
ず
べ

き
所
で
あ
る
が
､
rJ
乙
で
は
簡
単
は
魔
縮
構
造
が
展
張
構
造
は
先

p
Jだ
っ
た
轟
を
記
載
し
て
置
-
｡

こ
の
事
は
長
尾
博
士
の
筑
豊
炭
E;
地
質
間
は
於
て
向
斜
榊
は
第
二
種
の
断
簡
系
に
ょ
-,h各
所
に
於
で
載
断
せ
ら
れ
塾

任
し
て
居
る
に
係
は
ら
ず
'
向
斜
朝
に
よ
る
断
層
線
の
顧
著
な
る
轡
曲
は
金
炭
田
に
亘
-
殆
ど
見
ら
れ
な

い
事
か
ら

推
察
し
て
も
明
瞭
で
あ
る
｡

四
､
結

論

申
開
及
北
九
州
に
亘
-
嘗
て
準
平
原
ま
で
浸
蝕
低
下
し
た
時
代
が
あ
っ
た
と
云
ふ
事
は

一
般
は
信
ぜ

ら

れ

て
屠

る
｡
し
か
し
そ
の
時
期
に
関
し
て
は
求
だ
決
定
を
見
な

い
｡
束
木
氏
は
筑
豊
炭
田
第
三
配
層
下
の
基
髄
両

を
以

て準

北
九
州
に
於
け
る
妃
的
代
地
政
如
劫
に
就
て

議

心

一
一



地

球

節
十

九
侭

妨
五
紙

茜
入

山
二

(I.こ
平
原
洞
と
考

へ
ら
れ
ね
｡
然
し
な
が
ら
乙
の
考

へ
を
以
て
す
る
時
は
朝
倉
炭
田
の
第
三
紀
層
と
基
塊
岩
と
の
間
の
不

整
合
面
の
平
坦
在
る
事
賓
を
如
何
に
解
す
べ

き
か
｡
朝
倉
泉
田
の
第
三
配
層
の
浸
触
平
均
面
は
現
今
明
瞭
に
せ
ら
れ

た
範
囲
は
於
で
は
充
分
焼
大
を
-
と
は
云
以
東

い
が
'
上
越
の
如
-
薯
し
き
傾
動
を

ボ
し
､
従
で
そ
の
高
度
は
於
で

旦
向
き
所
は
三
石
五
十
米
は
及
び
'
其
後
の
浸
蝕
か
ら
上
方
の
火
山
岩
に
ょ
つ
て
完
全
は
保
護
せ
ら
れ
LJ
る
集
塊
岩

堆
顧
以
前
の
共
棲
の
地
袋
面
で
あ
る
鮎
に
敬
で
近
世
の
珪
成
ほ
属
す
る
局
部
的
海
蝕
面
と
は
断
然
陸
別
せ
ら
る
べ

き

面
で
あ
っ

て'
か
か
る
面
の
存
在
は
そ
の
以
前
の
準
平
原
の
保
存
と
両
立
し
な

い
｡
換
言
す
れ
ば
そ
の
以
前
に
準
卒

頂
が
形
成
せ
ら
れ
た
と
す
る
も
.
乙
rJ
に
示
ruれ
た
る
第
三
紀
層
の
浸
蝕
平
甥
再
形
成
の
際
に
完
全
は
鼻
形
せ
ら
れ

ね
と
考

へ
在
け
幻
ば
な
ら
ぬ
｡
総
て
余
は
朝
倉
泉
田
に
於
け
る
基
塊
岩
下
の
第
三
配
層
の
浸
蝕
面
を
以
て
準
平
原
の

1i
部
と
考

へ
た

い
の
で
あ
る
｡
従
で
準
卒
原
錐
成
時
期
は
胡
倉
炭
爪
の
縦
断
暦
珪
成
後
､
筑
豊
及
川
に
於
け
る
向
斜

構
造
及
向
斜
軸
と
中
桁
す
る
縦
断
暦
(
少
-
も
そ
の
あ
る
も
の
)
の
登
巷
以
後
肘
て
耶
馬
演
地
方
の
安
山
岩
及
基
塊
岩

堆
積
敵
前
と
云
ふ
事
に
な
る
.

淡
水
氏
は
東
部
筑
豊
地
塊
に
於
で
載
庸
岩
よ
み
成
る
約
五
十
米
内
外
の
丘
陵
両
社
以
て
準
平
原
の
遺
物
で
あ
る
と

考

へ
ら
れ
7
°

し
か
し
余
は
拙
著

｢
筑
紫
平
野
及
其
の
四
壁
の
地
質
は
袖
す
る
造
構
史
的
考
察
｣
に
於
て
筑
紫
平
野

の
花
園
岩
よ
り
成
る
五
十
乃
至
六
十
米
の
辛
夷
面
を
久
留
米
揃
附
近
の
久
留
米
厨
の
丘
陵
面
と
対
比
す
る
乙
と
は
よ

-
稜
久
留
北
壁
動
径
の
海
蝕
面
で
あ
る
と
結
論
し
た
｡
叩
こ
れ
は
準
平
原
の
大
部
分
が
既
に
上
昇
し
て
山
地
を
形
成

せ
る
後
に
源
岸
は
於
で
作
ら
れ
た
る
現
今
未
だ
を
の
表
面
は
大
在
る
傾
動
お
受
け
で
居
を

レ､
至
っ
て
近
世
の
蕉
成
ほ

儀
す
る
も
の
で
あ
る
｡
故
に
北
九
州
に
於
け
る
低
位
平
均
面
に
付
で
は
を
の
構
成
岩
石
が
よ
し
花
岡
岩
或
は
古
隼
厨



第 五 固

涌 開 市 附 近 海 触 甫

北
九
州
に
於
け
る
妃
地
代
地
殻
細
動
に
.S
て

等
で
あ
っ
た
と
し
で
も
匿
ち
ほ

準
平
原
遺

物
と
な
す
事
は
甚
だ
危
険
で
あ

る
と
信
ず

る
0筑

紫
平
野
は
於
で
酸
見
せ
る
余
の
所
謂

海
蝕
而
h
lf欄
間
市
附
近
ほ
追
跡
す
る
ほ
前

者
に
7g
増
し
て
そ
の
費
蓮
の
顕
著
な
る
を

見
る
(
節
五
図
参
照
)
｡

軸
で
博
多
轡
中
の

孤
島
機
ノ
島
で
は
花
柄
岩
音
任
暦
及
第
三

紀
層
等
の
浸
他
面
宜
息
武
岩
が
被
覆
し
て

居
る
が
､
そ
の
接
触
面
は
六
十
乃
至
七
十

米
の
平
均
面
を
成
し
て
居
る
｡
夜
は
又
博

多
将
の
両
岸
に
存
在
す
る
今
山
に
於
で
も

花
閣
岩
む
貫

い
て
玄
武
岩
が
噴
出
し
て
居

る
が
rJ
乙
で
も
塊
ノ
島
と
同
様
五
十
米
附

進
ま
で
花
繭
岩
を
目
撃
す
る
0
滴
岡
附
近

の
玄
武
岩
は
右
の
外
に
毘
沙
門
出
及
津
屋

蛸
等
悉
-
小
塙
乃
至
島
唄
は
限
ら
れ
両
,53

三
党

.

二
二



地

球

節
十
九
篠

鰐

正

統

惹

G

一
四

そ
の
中
敷
小
な
る
今
川
は
於
で
立
派
な
る
噴
出
日
の
存
在
す
る
事
案
よ
-
東
す
る
は
､
そ
の
他
の
場
合
も
各
別
々
に

噴
出
の
中
心
を
有
す
る
事
が
想
像
せ
ら
れ
る
0
両
も
を
の
火
川
岩
の
基
底
再
の
高
僧
が
殆
ど

1
様
で
あ
る
と
云
ふ
串

は
'
金
の
溢
蝕
平
坦
而
形
成
後
五
十
米
の
上
昇
紋
を
避
番
さ
す
る
と
共
に
玄
武
岩
の
噴
出
時
期
に
暗
示
を
輿

へ
る
も

の
で
あ
る
｡
北
九
州
に
鹿

p
J聴
連
堅
ボ
す
玄
武
岩
は
決
し
て
凡
て
が

7
時
期
の
噴
出
物
で
あ
る
と
は
速
断
出
衆
な

い

が
､
少
-
旦
淋
純
蹄
附
近
の
玄
武
岩
は
上
記
の
海
蝕
面
蕉
成
後
で
あ
る
｡
即
rJ
の
附
近
の
玄
武
岩
は
恐
ら
-
海
蝕
而

形
成
匿
複
数
個
の
火
口
よ
り
噴
出
し
､
其
後
は
地
盤
上
昇
と
北
ハに
浸
蝕
作
用
の
復
活
が
行
ほ
れ
た
け
れ
ど
も
玄
武
岩

は
被
覆
せ
ら
れ
る
部
分
は
浸
蝕
よ
-
保
護
せ
ら
れ
て
今
日
小
島
或
は
准
島
唄
を
形
成
し
た
と
考

へ
ら
れ
る
｡

耶
馬
演
地
方
に
発
達
す
る
成
静
基
魂
岩
の
堆
積
は
現
今
三
官
米
以
上
の
高
所
に
ま
で
及
ん
で
屠
る
｡
耐
て
本
基
塊

岩
は
梅
而
以
下
相
常
の
深
所
ほ
ま
で
礎
蓮
す
る
と
想
像
せ
ら
れ
る
ほ
よ
♪
P
そ
の
犀
ruは
極
め
て
大
な
る
べ
-
p
面

(L･7)

で
加
藤
教
授
が
示
ru
れ
穴
や
う
に
､
rJ
机
等
の
地
層
は
浅
梅
或
は
海
水
面
に
近

さ
湖
底
に
堆
積
し
た
7P
の
と
す
る
怒

ら
ば
'
乙
れ
等
の
物
賓
の
堆
積
と
同
時
は
rJ
の
附
近
ほ
於
け
る
地
盤
の
沈
降
が
像
憩
さ
れ
る
｡
そ
の
後
引
蒔
き
安
山

岩
そ
の
他
の
熔
岩
の
流
出
も
あ
わ
､
そ
の
間
連
鎖
し
て
地
盤
の
沈
降
が
行
は
れ
ね
と
考
ふ
る
事
は
極
め
て
穏
皆
を
事

で
あ
る
｡
従
で
朝
倉
炭
田
の
簾
三
配
暦
と
基
魂
岩
と
の
間
の
不
整
(
=面
の
東
方

へ
の
傾
動
は
乙
の
時
期
は
於
で
生
成

せ
ら
れ
た
と
考

へ
で
然
る
べ
き
で
あ
る
｡

上
水
簡
明
せ
る
如
-
朝
倉
炭
田
に
於
で
基
塊
岩
堆
積
期
を
隔
て
て
そ
の
前
及
筏
に
於
で
行
は
れ
LJ
二
つ
の
地
殻
鼻

勅
勘
と
確
め
る
事
が
出
来
た
｡
筑
豊
放
けI
に
放
け
る
数
多
の
元

西
-
南
東
の
断
層
及
脊
振
山
脈
に
現
は
れ
た
る
同
様

方
向
の
断
暦
系
が
朝
倉
炭
田
に
於
け
る
古
城
原
断
簡
系
と
岡
城
ー
北
九
州
に
作
川
せ
る
張
力
鼻
動
期
の
所
産
と
せ
ば



を
の
時
期
は
基
塊
岩
堆
積
篠
恐
ら
-
余
の
報
骨
せ
る
久
留
米
層
堆
積
後
の
後
久
留
米
a
L動
期
と
同
期
の
も
の
と
考

へ

ら
れ
る
.
次
に
こ
れ
等
の
事
情
を
最
近
余
の
報
告
せ
る
筑
紫
卒
原
皮
を
の
四
近
の
地
質
事
情
と
比
較
し
ま

但
構
史
的

に
線
靖
す
る
時
は

二

瑞
穂
期
末
の
担
動
'
主
と
し
て
魔
縮
構
造
を
産
む
｡

二
.
準
平
原
の
形
成
｡

三
,
局
部
的
地
盤
の
傾
動
及
沈
降
を
件
ひ
火
山
活
動
'
(安
山
岩
､
発
現
岩
の
堆
積
)
｡

聖

地
賎
上
昇
p
引
績

き
久
留
米
静
の
堆
積
｡

玉
,
後
久
留
米
慶
動
､
童
と
し
て
張
力
作
用
が
働
q
J北
甲
1
南
東
の
断
層
系
を
捷

対｡
地
盤
沈
降
｡

六
七
梅
蝕
両
の
形
成
｡

七
､
玄
武
岩
の
噴
出
｡

八
.
新
洪
積
暦
の
堆
積
､
段
丘
の
形
成
じ

九
七
阿
蘇
熔
岩
の
流
出
｡

十
'
沖
積
層
の
堆
積
'
段
丘
の
形
式
｡

以

上

潤
筆
す
る
に
潜

み
本
研
究
に
際
し
多
大
の
好
意
を
凋
は
れ
る
伊
藤
鋸
業
支
配
人
故
照
山
磁
氏
の
壷
は
誰
で
謝
意

を
量
す
｡

文

献

(
1

)

辻

村

太

郎

断
層
谷
の
眺
駅
北
び
に
日
本
聖

部
の
地
形
串
的
断
層
柿
泣

(
地

秋
蝉

評
論
堕

壷

)

北
九
州
に
於
け
る
近
地
代
地
政
雄
効
に
放
て

≡

.
山
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節
i

･

九
怨

節
.#
紙

章

一

水
部
筑
州
山
地
塊
絹
部
の
地
形
教
授
出

(
地
相
撃
抑
前
節
四
谷
)

湖
戸
内
海
と
筑
州
加地
塊

の
坊
非
肝

の
出
抑
論

へ
地
糾
聯
評
論
節
四
谷
及
節
北
谷
)

f･.聖
二
紐
及
北
ハ虹
後
に
於
け
る
九
州
地
史
の
大
姿

(
地
軸
撰
評
論
節
二
位
)

耶
絹
棋
及
非
津
川
地
方
地
教
訓
禿
和
文

(
震
災
撤
防
調
薬

E=軸
竹
節
八
十
滋
推
し

桃
新
ブ
ロ
ッ
ク
と
脱
淑
ブ
ロ
ッ
ク
に
就

い
て

(
他
州
壌
評
論
節

7
番
)

筑
紫
平
野
北
八
の
田
近
の
地
獣
に
捌
す
る
鵡
柵
史
的
考
察

｢
地
球
第
十
八
鞍

)

和
歌
山
願
有
田
川
流
域
の
地
質

(

一

)

(糊
琴

蒜

附
)

井

上

垂

7

目

次

Ⅰ
紳
冨

;
地
形
及
び
地
封
概
槻

=
暦

序
及
び
地
質
推
奨

こ
地
奮

次
系
(
聖

仰
鉾
系
)
(
ニ
蒜

父

系
(
≡
)
鳥
の
損
耗
(
四
〕
ポ
山
暦
(
証
)
潮
石
放
(
六
)
物
部
川
紙

へ
七
)
非
捌
耗

(
八
)
ギ
リ
ヤ
ク
紙
(
企
描

層
)
(
九
)
浦
川
統
(
鳥
廃
城
耗
)
(
十
)
眺

稀
府

Ⅳ
紡
評

-

緒

言

和
歌
山
膝
下
の
白
壁
系
地
層
は
有
村
郡
湯
浅
町
を
基
鮎
と
L
Y
そ
れ
以
来
に
発
達
し
､
湯
浅
轡
を
は
さ
む
天
皇
渚
､

ト
ヤジ
ヤ
ウ
サ
ン

水
谷
の
植
物
化
石
'
及
び
鳥

屋

城

山

の

ア
ン
モ
ン
介
化
石
は
古
楽
有
名
で
あ
っ
て
､
横
山
博
士
を
の
他
多
-
の
尊
者

I(
ハラ

に
よ
っ
で
研
究
さ
れ
て
兼
ね
79
の
で
あ
る
｡

高
橋
博
士
は
乙
の
地
膚
む
下
部
よ
-
額
石

･
富
原

･
楢
原

｡
鳥
屋
城
の


