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日
本
は
南
北
に
長
く
の
び
た
列
島
で
、
海
や
川
、
山
、
平
野
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

地
形
が
あ
り
ま
す
。
地
域
ち
い
き
ご
と
の
気
候
や
風
土
に
も
ず
い
ぶ
ん
ち
が
い
が

あ
り
、
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
四
季
折
々
の
海
の
幸
・
山
の
幸
に
め
ぐ
ま
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
そ
う
し
た
自
然
の
味
を
い
か
し
た
料
理
を
作
り
、
た
い
せ
つ
に
食

べ
て
き
ま
し
た
。
食
材
を
む
だ
な
く
使
う
た
め
に
調
理
や
保
存
に
く
ふ
う
を
し
、

四
季
を
味
わ
う
た
め
に
料
理
の
器
、
盛
り
付
け
、
部
屋
の
か
ざ
り
に
気
を
配
り
、

お
正
月
な
ど
の
行
事
に
合
わ
せ
た
特
別
な
ご
ち
そ
う
を
作
り
出
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
自
然
の
め
ぐ
み
を
尊
重
し
つ
つ
、
暮
く
ら
し
の
中
で
伝
え
ら
れ
て

き
た
く
ふ
う
の
上
に
、
海
外
の
食
材
や
料
理
を
じ
ょ
う
ず
に
取
り
入
れ
て
、
１
つ

の
文
化
を
は
ぐ
く
ん
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
和
食
の
文
化
と
し
て
評
価
さ
れ
、

無
形
文
化
遺
産
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

和
食
っ
て
な
に
？
ど
ん
な
の
？
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多
様
で
新
鮮
な
食
材
と
そ
の
持
ち
味
の
尊
重 

日
本
の
国
土
は
南
北
に
長
く
、海
、山
、

里
と
表
情
豊
か
な
自
然
が
広
が
っ
て
い
る
た
め
、
各
地
で
地
域
に
根
差
し
た
多
様
な
食

材
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
素
材
の
味
わ
い
を
活
か
す
調
理
技
術
・
調
理
道
具

が
発
達
し
て
い
ま
す
。

・
地
域
に
根
差
し
た
伝
統
野
菜

　

日
本
で
流
通
す
る
野
菜
は
、
近
代
に
な
っ
て
外
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
や
品
種
改

良
に
よ
っ
て
食
べ
や
す
く
な
っ
た
も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
昔
か
ら
日
本
で
作
り
続

け
ら
れ
て
い
る
伝
統
野
菜
（
在
来
野
菜
）
も
昔
の
姿
や
形
の
ま
ま
栽
培
が
続
け
ら
れ
、

郷
土
の
人
達
に
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
良
質
な
水

　

水
は
信
仰
の
対
象
で
も
あ
り
、
日
本
の
食
文
化
を
形
成
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
き
ま
し
た
。
日
本
の
水
は
軟
水
で
ミ
ネ
ラ
ル
分
を
あ
ま
り
含
み
ま
せ
ん
。
昆
布

や
鰹
節
の
だ
し
素
材
か
ら
う
ま
味
を
引
き
出
せ
る
の
も
軟
水
だ
か
ら
こ
そ
な
の
で
す
。

和
食
の
特
徴
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・
様
々
な
調
理
法

　

多
様
な
食
材
を
活
か
す
た
め
に
、
和
食
で
は
主
に
、
生
の
ま
ま
（
切
る
）、
煮
る
、
焼
く
、

蒸
す
と
い
う
調
理
方
法
が
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
水
が
豊
富
な
た
め
、
煮
る
、
蒸
す
、
茹

で
る
調
理
方
法
が
多
く
、
茹
で
た
野
菜
を
水
で
洗
う
お
ひ
た
し
や
、
茹
で
た
蕎
麦
を
水
に
さ

ら
す
技
法
は
海
外
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

・
う
ま
味
と
発
酵
調
味
料

　

和
食
は
だ
し
、
塩
、
味
噌
、
醤
油
な
ど
最
低
限
の
調
味
料
で
素
材
の
持
ち
味
を
活
か
す
こ

と
が
大
き
な
特
徴
で
す
が
、
特
に
う
ま
味
を
上
手
に
使
う
こ
と
で
和
食
な
ら
で
は
の
繊
細
な

味
わ
い
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
う
ま
味
は
、
甘
味
、
塩
味
、
酸
味
、
苦
味
と
並
ぶ
基
本
５

味
の
ひ
と
つ
と
し
て
世
界
で
も
認
め
ら
れ
、「UM

AM
I

」
と
呼
ば
れ
、
人
気
が
高
ま
っ
て
い

ま
す
。

　

健
康
的
な
食
生
活
を
支
え
る
栄
養
バ
ラ
ン
ス 
一
汁
三
菜
を
基
本
と
す
る
食
事
ス
タ
イ
ル
は

栄
養
バ
ラ
ン
ス
が
と
り
や
す
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
だ
し
の
「
う
ま
味
」
や
発
酵

食
品
を
上
手
に
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
動
物
性
油
脂
の
少
な
い
食
生
活
を
実
現
し
て
お
り
、
日

本
人
の
長
寿
、
肥
満
防
止
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。
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・
一
汁
三
菜

　

和
食
の
基
本
形
は
、ご
は
ん
と
汁
、香
の
物
（
漬
物
）、に
い
く
つ
か
の
菜
（
お
か
ず
）

を
添
え
た
も
の
で
す
。
こ
の
基
本
形
が
出
来
上
が
っ
た
の
は
平
安
時
代
末
期
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
ご
飯
を
主
食
と
し
て
、
魚
介
、
肉
類
、
野
菜
類
に
だ
し
、
発
酵
調
味
料
を

組
み
合
わ
せ
た
和
食
は
栄
養
学
的
に
み
て
も
バ
ラ
ン
ス
の
取
り
や
す
い
食
事
で
す
。
だ

し
や
発
酵
調
味
料
に
よ
る
う
ま
味
を
上
手
に
使
う
こ
と
で
、
肉
類
な
ど
の
動
物
性
油
脂

が
な
く
て
も
満
足
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
ロ
ー
カ
ロ
リ
ー
な
食
事
を
容
易
に
実
現
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

自
然
の
美
し
さ
や
季
節
の
移
ろ
い
の
表
現 

食
事
の
場
で
、
自
然
の
美
し
さ
や
四
季

の
移
ろ
い
を
表
現
す
る
こ
と
も
特
徴
の
ひ
と
つ
で
す
。
季
節
の
花
や
葉
な
ど
で
料
理
を

飾
り
つ
け
た
り
、
季
節
に
合
っ
た
調
度
品
や
器
を
利
用
し
た
り
し
て
、
季
節
感
を
楽
し

み
ま
す
。
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日
本
で
は
、
普
段
の
食
事
で
は
箸
だ
け
を
使
い
ま
す
。
匙
を
使
わ
ず
に
箸
だ
け
で
食
事
を

す
る
の
は
日
本
だ
け
で
す
。
ま
た
、
家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
、
自
分
の
箸
を
も
つ
の
も
特
徴
で
す
。

箸
に
は
、
食
事
に
使
う
「
食
箸
」、
調
理
に
使
う
「
菜
箸
」
が
あ
り
ま
す
。
素
材
は
、
木
や
竹
、

漆
塗
や
細
工
を
施
し
た
も
の
な
ど
様
々
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

箸
（
は
し
）
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昔
は
一
人
一
人
お
膳
で
食
事
を

し
て
い
ま
し
た
。
お
膳
か
ら
口
元

ま
で
遠
い
の
で
器
を
持
っ
て
食
べ

る
習
慣
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
木
製

の
漆
器
は
熱
が
伝
わ
り
に
く
い
の

で
、
熱
い
汁
物
を
入
れ
て
も
手
で

持
ち
、
口
を
つ
け
て
飲
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。

器
（
う
つ
わ
）
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