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日
本
の
国
土
は
70
％
以
上
が
山
地
な
の

で
、
人
々
は
海
岸
際
の
限
ら
れ
た
平
野
の

ほ
か
は
、
山
中
に
ポ
ッ
カ
リ
と
空
い
た
小

さ
な
盆
地
に
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

　
盆
地
は
山
で
囲
ま
れ
て
お
り
、
周
囲
か

ら
隔
絶
さ
れ
る
た
め
に
独
特
の
文
化
が
育

ま
れ
て
き
ま
し
た
。
日
本
の
文
化
遺
産
、

ま
た
は
原
風
景
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
奈

良
や
京
都
、
遠
野
な
ど
は
盆
地
に
分
布
し

て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
書
け
ば
、
盆
地
は
牧
歌
的

な
楽
園
の
よ
う
で
す
が
、
実
際
に
は
そ
の

特
徴
的
な
地
勢
か
ら
、
自
然
災
害
と
の
苛

酷
な
闘
い
を
強
い
ら
れ
る
地
域
も
あ
り
ま

し
た
。

　
山
梨
県
の
中
央
に
位
置
す
る
甲
府
盆
地

は
、
周
囲
を
巨
摩
、
秩
父
、
御
坂
な
ど
の

山
地
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
盆
地
面
の
形

状
は
北
を
底
辺
、
南
を
頂
点
と
し
た
逆
三

角
形
で
あ
り
、
お
お
よ
そ
北
か
ら
南
へ
行

く
に
従
っ
て
低
く
な
る
た
め
、
ち
ょ
う
ど

逆
三
角
形
の
頂
点
が
最
低
部
と
な
り
ま
す
。

例
え
る
な
ら
甲
府
盆
地
は
漏
斗
の
よ
う
な

も
の
で
、
周
囲
の
山
か
ら
湧
き
だ
し
た
幾

筋
も
の
小
河
川
が
、
盆
地
面
へ
と
流
れ
込

み
、
釜
無
川
と
笛
吹
川
の
２
大
河
川
と

な
っ
て
逆
三
角
形
の
頂
点
へ
と
流
れ
落
ち
、

富
士
川
と
名
を
変
え
て
盆
地
を
出
て
い
き

ま
す
。

　
富
士
川
は
、
逆
三
角
形
の
頂
点
か
ら
甲

府
盆
地
を
出
て
、
狭
隘
な
山
間
を
縫
う
よ

う
に
南
下
し
て
駿
河
湾
を
め
ざ
し
ま
す
が
、

と
く
に
盆
地
出
口
か
ら
１
㎞
ほ
ど
の
川
幅

は
狭
く
、
地
元
で
は
こ
こ
を「
禹
の
瀬
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
富
士
川
舟
運
が
華
や
か
な
り
し
頃
は
、

「
禹
の
瀬
」か
ら
甲
府
盆
地
を
眺
め
る
と
、

両
岸
の
山
が
青
空
を
Ｖ
字
に
削
る
た
め
、

「
禹
の
瀬
の
逆
さ
富
士
」と
し
て
富
士
川

の
名
所
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　　
さ
ら
に「
禹
の
瀬
」は
、
甲
府
盆
地
に

古
く
か
ら
伝
わ
る「
湖
水
伝
説
」に
よ
っ

て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
昔
、
甲
府
盆
地

は
山
々
に
囲
ま
れ
た
湖
で
し
た
が
、
神
や

高
僧
、
国
司
が「
禹
の
瀬
」を
切
り
拓
い

て
水
を
落
と
し
、
沃
土
を
拓
い
た
と
い
う

の
で
す
。

　
湖
水
伝
説
は
寺
社
の
由
来
と
し
て
語
ら

れ
て
お
り
、
飯
田
文
弥
氏
ら
の『
山
梨
県

の
歴
史
』に
よ
れ
ば
、
開
削
者
は
根
裂
神
・

磐
裂
神（
旧
・
石
和
町
／
佐
久
神
社
）、

国
建
神（
韮
崎
市
／
穂
見
神
社
）、
向
山

土
本
毘
古
王（
旧
・
中
道
町
／
佐
久
神
社
）、

国
司（
甲
府
市
／
穴
切
神
社
）、
行
基
ま

た
は
国
母
地
蔵（
甲
府
市
／
法
城
寺
）、

七
面
大
明
神（
旧
・
鰍
沢
町
／
感
応
寺
）

な
ど
様
々
で
す
が
、
水
を
落
と
し
た
場
所

は「
禹
の
瀬
」で
共
通
し
て
い
ま
す
。

　
甲
斐
武
田
氏
の
軍
学
書『
甲
陽
軍
鑑
』

に
は
、
法
城
寺
の
由
来
と
し
て「
法
城
寺

は
甲
州
上
古
は
湖
な
り
と
聞
上
條
ぢ
ぞ
う

ぼ
さ
つ
の
御
誓
に
て
南
の
山
を
き
り
て
一

國
の
水
悉
と
く
富
士
川
へ
落
つ
る
に
よ
り

甲
州
國
中
平
地
と
成
て
今
如
件
な
り
」と

あ
り
、
江
戸
初
期
に
は
す
で
に
湖
水
伝
説

が
成
立
し
て
い
ま
し
た
。

　
実
際
に
往
古
の
甲
府
盆
地
が
湖
で
あ
っ

た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
文

献
が
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

は
じ
め
に

た
び
た
び
湖
が
出
現
し
た

甲
府
盆
地 け
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甲
府
盆
地
の

湖
水
伝
説

盆
地
低
部
で
縄
文
時
代
の
生
活
痕
が
発
見

さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
湖
だ
っ
た

時
代
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
は
る
か
大
昔
だ

と
い
う
の
が
、
地
質
学
者
の
共
通
の
見
解

で
あ
り
、
伝
説
が
語
る
よ
う
に
盆
地
一
面

の
湖
を
人
間
の
手
に
よ
っ
て
開
拓
し
た
可

能
性
を
否
定
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
湖
水
伝
説

が
全
く
荒
唐
無
稽
で
あ
る
と
は
結
論
付
け

ら
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
甲
府
盆
地
、

と
く
に「
禹
の
瀬
」周
辺
の
盆
地
南
西
部

と
笛
吹
川
沿
い
は
、
た
び
た
び
湖
の
よ
う

な
状
況
が
現
出
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

　『
日
本
の
風
土
と
災
害
』所
収
の「
微
地

形
か
ら
み
た
甲
府
盆
地
の
水
害
の
地
域

性
」に
よ
れ
ば
、「
盆
地
床
か
ら
盆
地
出
口

に
か
け
て
の
地
域
は
、
山
麗
地
域
と
は
異

な
り
、
一
た
び
河
川
が
氾
濫
す
れ
ば
、
一

面
広
大
な
湖
沼
に
変
わ
る
よ
う
な
特
徴
を

示
す
。」と
し
た
上
で
、
盆
地
の
南
西
部
と

笛
吹
川
沿
い
は
、
も
と
も
と
盆
地
内
で
も

低
い
地
域
で
あ
り
、
ま
た
微
高
地
が
存
在

し
な
い
た
め
氾
濫
原
と
な
る
、
と
分
析
し

て
い
ま
す
。

　
大
雨
の
影
響
で
２
大
河
川
の
釜
無
川
と

笛
吹
川
の
流
量
が
増
え
る
と
、
た
だ
一
つ

の
水
の
出
口
で
あ
る「
禹
の
瀬
」が
狭
隘

で
流
下
能
力
に
乏
し
い
た
め
、
逆
流
氾
濫

し
て
湖
の
ご
と
き
有
様
と
な
っ
て
し
ま
う

の
で
す
。

　
文
化
11
年（
1
8
1
4
）に
成
立
し
た

『
甲
斐
国
志
』に
よ
れ
ば
、
雨
が
続
く
と
一

帯
は
湖
の
よ
う
に
な
り
、
家
の
カ
マ
ド
で

オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
が
蛙
に
か
え
っ
て
飛
び

出
し
て
く
る
よ
う
な
こ
と
が
、
10
年
の
う

ち
5
、
6
回
は
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
平
成
8
年
に
刊
行
さ
れ
た『
鰍
沢
町
誌

上
巻
』の
集
計
で
は
、
西
暦
1
1
3
年
か

ら
1
9
9
4
年
ま
で
の
記
録
に
残
る
主
な

風
水
害
だ
け
で
も
3
1
2
件
を
数
え
、
そ

の
中
に
は「
低
地
一
帯
湖
水
と
な
る
」、「
甲

府
盆
地
は
泥
砂
の
海
」、「
国
中
一
帯
湖
水
」

な
ど
の
表
現
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
大
出
水
で
は
、
岩
や
木
な

ど
の
流
下
物
に
よ
っ
て
、
た
だ
で
さ
え
狭

隘
な「
禹
の
瀬
」が
閉
塞
し
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
な

れ
ば
、
流
れ
く
る
河
川
は
ダ
ム
ア
ッ
プ
さ

れ
、
本
当
に
一
帯
は
湖
と
化
し
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

　
穴
切
神
社
や
佐
久
神
社
に
伝
わ
る
伝
説

で
は
、
神
や
仏
で
は
な
く
、
甲
府
に
赴
任

し
た
国
司
や
国
造
が
、
多
く
の
人
夫
を
動

員
し
た
と
い
い
、
こ
れ
は
湖
で
は
な
く
、

洪
水
で
ふ
さ
が
っ
た「
禹
の
瀬
」を
切
り

開
く
た
め
に
な
さ
れ
た
工
事
を
伝
え
て
い

る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　
前
掲
の『
甲
斐
国
志
』に
も「
古
人
ノ
伝

ニ
元
正
天
皇
養
老
年
中
僧
行
基
本
州（
甲

州
）ニ
来
リ
、
南
山
ヲ
サ
ク
開
シ
テ
洪
水

ヲ
導
き
富
士
川
ニ
注
グ
」と
あ
り
、
こ
ち

ら
は
湖
水
で
は
な
く「
洪
水
」と
し
て
、

有
名
な
行
基
に
よ
っ
て
開
削
が
行
わ
れ
た

と
い
い
ま
す
。

　
甲
府
盆
地
の
排
水
口
が
、
い
つ
頃
か
ら

「
禹
の
瀬
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
、
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
名
の
由

来
は
治
水
を
も
っ
て
中
国
を
治
め
、
伝
説

の
古
代
王
朝 〝
夏
〞を
創
始
し
た〝
禹
王
〞

の
徳
に
あ
や
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
行
基
は
、
弘
法
大
師
と
同
じ
く
仏
教
界

の
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
で
あ
り
、
登
場
す
る

伝
説
も
津
々
浦
々
に
存
在
す
る
た
め
、
甲

府
盆
地
の
開
拓
が
彼
の
手
に
よ
る
の
か
疑

わ
し
い
の
で
す
が
、「
禹
の
瀬
」が
中
国
の

古
事
に
由
来
し
た
名
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の

開
削
工
事
に
は
行
基
と
同
じ
く
社
会
資
本

整
備
を
作
善
の
手
段
と
し
た
高
僧
の
関
与

が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
に
岩
を
裂
い
て
水
を
落
と
し
、

大
地
を
拓
く
と
い
う
伝
承
は「
蹴
裂
伝
説
」

と
総
称
さ
れ
て
お
り
、
全
国
各
地
に
存
在

し
ま
す
。
し
か
し
、
甲
府
盆
地
の
よ
う
に

数
種
の
類
話
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

開
削
場
所
が
共
通
し
、
し
か
も
特
定
さ
れ

て
い
る
例
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
お

そ
ら
く
は
、
実
際
に「
禹
の
瀬
」で
行
な

わ
れ
た
古
代
の
開
拓
工
事
、
も
し
く
は
災

害
復
旧
工
事
を
今
に
伝
え
て
い
る
の
で
す
。

　
平
成
7
年
に
竣
工
し
た「
禹
之
瀬
河
道

整
正
事
業
」に
よ
っ
て
、「
禹
の
瀬
」の
川

幅
は
拡
張
さ
れ
、
も
は
や
甲
府
盆
地
の
ボ

ト
ル
ネ
ッ
ク
で
あ
っ
た
狭
窄
部
の
面
影
は

あ
り
ま
せ
ん
。「
禹
の
瀬
」の
名
前
は
、
時

が
経
つ
に
つ
れ
て
、
忌
わ
し
い
水
禍
の
記

憶
と
共
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
く
こ
と
で

し
ょ
う
。（
文
：
江
口
知
秀
）
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よ
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湖
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伝
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禹
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瀬

古
甲
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お
わ
り
に

か
ま
な
し
が
わ

ふ
え
ふ
き
が
わ

く
に
の
み
や
っ
こ

う

の

せ

こ
く
し

い
わ
さ
き

く
に
た
て

や
ま
と
ほ
ひ
こ

な
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わ
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き

さ 
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