
地
理
学
及
び
地
理
教
育
に
於
け
る

若

干

の

基

本

的

問

題

点

坪

内

庄

次

(
一
)
　
法
則
か
、
個
性
か

地
理
教
育
特
輯
号
の
発
刊
に
当
り
、
地
理
学
及
び
地
理
教
育
に
於
け
る
基
本
的
間
題
点
に
当
る
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
及
ん
だ
私
の
目
下
悩
み
つ

つ
あ
る
若
干
の
間
題
を
提
起
し
、
私
は
私
な
り
の
こ
れ
に
対
す
る
見
解
を
披
瀝
し
て
、
課
せ
ら
れ
た
責
任
の
紙
数
を
塞
ぎ
た
い
と
思
う
。
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代
我
が
国
の
教
育
の
究
極
目
標
と
し
て
如
何
な
る
人
間
像
が
描
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
-
-
一
応
公
式
に
は
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
　

こ
そ
教
育
の
最
も
基
本
的
問
題
点
と
し
て
、
こ
れ
を
論
す
れ
ば
私
は
私
な
り
に
一
つ
の
意
見
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
し
、
叉
教
育
に
携
わ
る
者
　

、
お
互
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
絶
え
ず
悩
み
続
げ
考
え
続
け
る
の
が
、
我
が
国
の
教
育
の
進
歩
を
来
す
所
以
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
論
じ
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
一
応
定
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
さ
て
地
理
教
育
と
は
、
目
語
や
数
学
・
理
科
を

通
し
て
で
は
な
く
、
外
な
ら
ぬ
地
理
を
通
し
て
そ
の
目
標
の
達
成
に
努
力
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
地
理
教
育

の
第
一
歩
は
、
「
地
理
と
は
何
ぞ
や
」
に
つ
い
て
の
、
深
き
洞
察
と
正
し
い
把
握
が
要
請
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
地
理
と
は
何
ぞ
や
と
の
問
題
は
、
そ
う
簡
単
に
解
決
の
つ
く
問
題
で
は
な
い
。
本
誌
の
前
々
号
及
び
前
号
に
、
高
野
助
教
授
が
真

向
か
ら
こ
の
問
題
に
立
ち
向
わ
れ
、
明
快
な
諭
旨
で
要
領
よ
く
こ
れ
を
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
に
は
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
が
、
そ
の
末
尾
に

も
、
「
こ
の
小
論
が
批
判
を
呼
び
、
論
争
の
き
っ
か
け
を
作
る
な
ら
ば
、
こ
れ
以
上
の
喜
び
は
な
い
。
筆
者
と
し
て
は
問
題
に
さ
れ
な
い
こ
と
の

方
が
悲
し
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
居
ら
れ
る
如
く
、
問
題
は
つ
き
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
ど
の
よ
う
な
地
理
学
観
に
依
拠
し
て
地
理
教
育
を
推

進
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
最
近
、
「
児
童
生
徒
は
地
名
を
知
ら
な
す
ぎ
る
」
等
と
の
卑
近
な
非
難
が
存
す
る
と
し
て
も
、
古
い
暗
記
的
な
、
物
語

的
・
百
科
辞
典
的
・
旅
行
案
内
的
地
理
は
、
よ
り
高
い
地
理
的
認
識
へ
の
資
料
で
あ
り
手
段
で
あ
ろ
う
。
地
名
知
識
欠
除
の
問
題
は
、
寧
ろ
児
童

生
徒
の
身
心
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
の
地
理
的
認
識
の
問
題
と
し
て
、
即
ち
人
類
の
地
理
的
認
識
の
発
達
段
階
の
示
す
と
こ
ろ
と
相
応
じ
て
考
慮

さ
る
べ
き
教
授
法
の
問
題
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
で
は
次
に
我
々
は
、
立
地
論
・
分
布
論
・
環
境
決
定
論
・
地
人
相
関
論
・
交

互
作
用
論
・
景
観
論
・
地
域
論
等
々
、
十
八
世
紀
以
来
の
地
理
学
観
に
し
て
現
代
に
ま
で
流
れ
を
引
く
多
く
の
地
理
学
観
の
、
孰
れ
に
伉
拠
し
て

地
理
教
育
を
推
進
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

紙
数
の
関
係
上
、
短
刀
直
入
、
私
の
結
論
を
申
す
な
ら
ば
、
地
理
的
認
識
の
究
極
の
目
標
は
何
か
と
い
え
ば
、
や
は
り
「
地
域
」
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
現
代
地
理
学
観
の
主
流
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
「
地
域
差
」
と
云
い
「
地
域
性
」
と
云
う
と
き
、
そ
れ
は
諸
々
の
条
件
の

組
み

合
わ
さ
つ
だ
結
果
の
、
地
的
に
渾
一
さ
れ
た
、
他
の
地
域
と
は
代
置
で
き
な
い
、
そ
の
地
域
の
個
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
か
く
て
普
遍
性
と
云
い
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一
般
性
と
云
う
、
即
ち
地
理
的
法
則
と
い
う
概
念
と
は
全
く
相
対
立
す
る
名
辞
で
は
な
い
か
。

方
法
分
化
的
に
科
学
を
分
類
す
る
時
、
法
則
科
学
な
り
や
記
述
科
学
な
り
や
は
、
地
理
学
方
法
論
に
於
け
る
基
本
的
問
題
点
の
一
つ
と
な
り
得

る
で
あ
る
う
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
、
凡
そ
法
則
と
は
、
実
在
（
具
体
）
の
中
か
ら
抽
象
化
に
抽
象
化
を
重
ね
て
共
通
な
る
も
の
を
ぬ
き
出
し
、
そ

れ
を
反
覆
生
起
す
る
も
の
と
し
て
取
扱
う
が
故
に
、
時
空
を
超
越
す
る
筈
で
あ
る
。
例
え
ば
自
然
科
学
に
於
け
る
「
落
下
の
法
則
」
は
、
古
代
に

於
て
も
現
代
に
於
て
も
、
反
日
本
に
於
て
も
米
国
に
於
て
も
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
正
に
普
遍
的
法
則
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
記
述
は
事
象

の
存
在
を
離
れ
な
い
。
こ
の
意
味
に
於
て
地
域
（
空
間
）
を
離
れ
な
い
地
理
学
は
、
時
代
（
時
間
）
を
離
れ
な
い
歴
史
学
と
共
に
、
記
述
科
学
に

位
置
づ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
唯
、
地
理
的
事
象
の
何
故
に
成
立
す
る
か
を
説
明
し
理
解
す
る
た
め
に
は
、
二
つ
乃
至
三
つ
の

地
域
の
地
域
的
対
比
の
み
で
は
、
よ
り
一
般
的
普
遍
的
な
る
法
則
の
知
識
を
借
ら
ざ
る
を
得
な
い
結
果
と
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
法
則

な
る
用
語
を
う
ち
棄
て
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
流
の
理
想
型
の
概
念
を
借
用
し
、
そ
れ
を
手
段
と
し
写
鏡
と
し
て
、
地
域
性
を
認
識
す
べ

き
で
は
な
い
か
と
す
る
の
が
、
私
の
学
生
諸
君
に
対
す
る
平
常
の
論
法
で
あ
る
。
然
し
、
理
想
型
は
如
何
に
し
て
把
握
す
る
か
。
や
は
り
抽
象
化

の
所
産
で
あ
り
、
抽
出
さ
れ
た
結
巣
を
法
川
と
呼
ぼ
う
が
、
理
想
型
と
呼
ぼ
う
が
、
将
た
又
傾
向
と
か
蓋
然
と
か
の
言
葉
で
呼
ぼ
う
が
、
や
は
り

具
体
よ
り
抽
象
へ
の
思
考
所
産
に
外
な
ら
な
い
。
但
し
、
い
ず
れ
で
も
あ
れ
そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
尺
度
に
照
ら
し
て
こ
そ
、
始
め
て
真
の
個
性

が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。

地
理
的
認
識
に
も
そ
の
よ
う
な
も
の
が
欲
し
い
の
で
あ
る
。
法
則
か
個
性
か
は
、
凡
そ
学
問
が
、
断
片
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
統
一
を
も
つ
知
識
で

あ
る
が
為
の
、
盾
の
両
面
で
た
い
だ
ろ
う
か
。
自
然
科
学
に
於
て
は
法
則
が
重
要
な
る
地
位
を
占
め
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
に
関

す

る
記

述
も
亦
重
要
な

意
義
を
も
つ
。
物
は
落
ち

る（
落
下

の
法
則

）
。
然

し
羽
毛
は
舞
い
上

る
。
羽
毛
の
実
体
（

個
性
）

は
、
落
下

の
法
則
の
み

で
は

と
も
把
握
さ
れ
な
い

が
、
落
下
の
法
則

に
照
ら
し
て
考
慮
し
て
始

め
て
真
正

な

る
把
握

が
成
就

す
る
。

社
会
科

学
も
亦
然
り

と
云
え
る

と
思

う
。

他
の
多
く
の
社
会
科

学
部
門
、
特

に
経
済
学
な

ど
に
於
て
は
、
理
論
・
記

述
・
政
策
の
三
部
門

が
次
第

に
定
立

さ
れ
来
つ

て
居

る
よ

う
で

あ
る
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が
、
私
は
地
理
学
に
於
て
も
理
論
と
地
誌
と
政
策
の
三
部
門
が
成
立
し
て
行
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

と
も
あ
れ
地
理
学
と
不
即
不
離
の
関
係
に
立
つ
べ
き
地
理
教
育
が
、
何
時
ま
で
も
十
八
世
紀
の
地
理
学
観
、
否
甚
だ
し
き
は
古
代
の
地
理
学
観

に
依
拠
し
て
停
滞
を
続
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
二
)
　
自
　
然
　
か
、
人
　
文
　
か

自
然
と
人
間
と
の
関
係
を
考
察
す
る
と
い
う
の
が
カ
ー
ル
・
リ
ッ
タ
ー
以
来
の
近
代
地
理
学
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
考
え
方
で
あ
つ
た
。
と
こ

ろ
で
、
そ
の
自
然
と
人
間
と
の
関
係
を
如
何
に
考
え
る
か
が
、
所
謂
地
理
学
観
な
る
も
の
の
成
立
す
る
基
本
的
由
来
で
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
自

然
と
人
間
と
い
う
二
つ
の
も
の
の
関
係
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
び
つ
き
の
仕
方
に
対
す
る
観
方
は
三
つ
し
か
な
い
。
(
1
)
人
間
が
先
（
原
因
）
で
自

然
が
後
（
結
果
）
で
あ
る
。
(
2
)
自
然
が
先
（
原
因
）
で
人
間
が
後
（
結
果
）
で
あ
る
。
(
3
)
以
上
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
（
折
衷
案
）
。

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
が
指
摘
し
た
と
い
わ
れ
る
言
葉
を
敢
え
て
こ
こ
に
借
り
る
ま
で
も
な
く
、
地
理
学
は
カ
ー
ル
・
リ
ッ
タ
ー
が
こ

れ
を
革
新
し
て
以
来
、
特
に
好
ん
で
古
来
の
哲
学
的
問
題
に
た
る
と
こ
ろ
の
、
自
然
と
人
類
と
の
間
、
舞
台
と
歴
史
と
の
間
の
関
係
を
と
り
あ
げ
て

こ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
方
向
を
と
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
る
ほ
ど
自
然
と
人
間
、
別
の
言
葉
で
い
え
ば
自
然
と
社
会
と
の
関
係
を
如
何
に
考

え
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
古
来
の
哲
学
的
間
題
の
核
心
に
触
れ
る
点
で
あ
る
と
い
え
る
。
即
ち
存
在
と
意
識
と
の
間
の
関
係
を
ど
う
見
る
か
と
い

う
こ
と
が
、
古
来
の
哲
学
の
根
本
問
題
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
こ
の
根
本
問
題
に
対
す
る
我
々
の
解
答
の
仕
方
は
三
つ
に
限
ら
れ
る
。
第
一

に
存
在
が
先
だ
と
す
れ
ば
唯
物
論
へ
の
途
が
び
ら
け
る
。
第
二
に
意
識
が
先
だ
と
す
れ
ば
観
念
論
へ
の
途
が
び
ら
け
る
。
第
三
に
そ
の
孰
れ
で
も

な
い
と
し
て
別
の
世
界
に
逃
避
す
る
か
。
そ
こ
で
我
々
の
場
合
、
存
在
の
代
り
に
自
然
を
、
意
識
の
代
り
に
人
間
を
置
き
代
え
て
考
え
て
み
れ
ぼ

如
何
で
あ
ろ
う
か
。

自
然
と
人
間
と
の
関
係
を
如
何
に
把
握
し
て
行
く
か
に
よ
り
、
間
題
が
間
題
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
こ
に
地
理
学
観
の
様
々
な
意
見
の
対
立
が
生

ま
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
答
案
の
書
き
方
は
大
別
し
て
三
つ
に
限
ら
れ
る
。
第
一
に
人
間
を
先
（
原
因
）
と
し
て
自
然
を
後
（
結
果
）

と
せ
ん
か
。
カ
ー
ル
・
リ
ッ
タ
ー
の
所
謂
「
地
球
の
構
成
は
人
類
を
完
全
な
ら
し
め
る
た
め
保
護
す
る
た
め
の
神
の
プ
ラ
ン
に
、
争
う
余
地
な
く
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符
合
し
て
い
る
」
と
い
う
が
如
き
、
正
に
形
而
上
学
的
な
目
的
論
的
地
理
学
観
の
体
系
を
成
立
せ
し
め
る
。
第
二
に
自
然
を
先
（
原
因
）
と
し
て

人
間
を
後
（
結
果
)
と
せ
ん
か
。
所
謂
環
境
決
定
論
（
地
理
的
決
定
論
）
が
成
立
す
る
。
但
し
決
定
論
の
代
表
と
目
さ
れ
勝
ち
な
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
の

偉
大
な
る
体
系
は
、
壬
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
以
来
の
静
態
論
よ
り
更
に
一
歩
を
掘
り
下
げ
て
、
人
間
即
自
然
（
動
物
）
と
し
て
、
生
物
地
理
学
の
一
部

門
と
し
て
の
動
態
的
な
人
類
地
理
学
の
体
系
を
樹
立
し
た
と
こ
ろ
に
異
色
が
あ
ろ
う
。
第
三
に
折
衷
案
乃
至
は
逃
避
論
と
し
て
二
元
論
的
立
場
を

固
守
せ
る
も
の
と
し
て
、
地
人
相
関
論
・
交
互
作
用
論
・
景
観
論
・
地
域
論
等
を
あ
げ
る
こ
と
は
果
し
て
大
胆
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。
但
し
、
就

中
地
域
論
は
、
一
転
又
再
転
し
て
、
新
し
い
意
味
で
第
一
の
人
間
を
先
と
す
る
立
場
を
強
調
す
る
傾
向
が
深
ま
っ
て
い
る
。
ア
ン
ト
ロ
ポ
セ
ン
ト

リ
ッ
ク
（
人
間
中
心
的
）
と
は
、
特
に
終
戦
後
の
我
が
国
に
於
て
も
強
調
さ
れ
、
再
確
認
さ
れ
、
主
流
と
さ
れ
て
い
る
立
場
で
あ
る
こ
と
は
衆
知

の
通
り
で
あ
る
。

人
間
中
心
的
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
る
反
映
と
し
て
、
地
理
教
育
界
に
於
て
も
、
講
述
の
順
序
を
、
人
文
現
象
を
先
に
述
べ
、
そ
れ
の
条
件
と

し
て
の
地
形
気
候
等
を
後
に
考
察
せ
し
む
べ
し
と
の
意
見
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
私
見
を
披
瀝
し
て
置
き
た
い
。
私
見
に
よ
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
意
見
は
、
実
は
尤
も
ら
し
く
見
え
て
、
実
は
極
め
て
枝
葉
末
節
に
こ
だ
わ
っ
た
見
解
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
一
歩
誤
ま
れ
ば
や
は

り
地
理
的
決
定
論
の
旧
態
に
停
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
人
文
の
原
因
と
し
て
自
然
条
件
が
存
す
る
の
で
は
な
く
、
原
因
は
寧
ろ

主
体
的
な
人
間
の
側
に
存
す
る
筈
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
自
然
を
如
何
に
開
発
し
利
用
し
て
い
る
か
、
叉
利
用
す
べ
き
か
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て

自
然
と
人
文
と
を
形
式
的
に
ふ
り
か
え
て
み
る
だ
け
で
は
、
や
は
り
本
末
を
顛
倒
す
る
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

(
三
)
戦
争
か
、
平
和
か

法
則
か
個
性
か
、
自
然
か
人
文
か
…
…
と
い
っ
た
間
題
点
は
、
地
理
教
育
の
基
盤
と
し
て
の
、
地
理
的
認
識
の
本
質
に
関
連
し
た
間
題
で
あ
る

が
、
さ
て
正
し
き
地
理
的
認
識
を
教
師
が
獲
得
し
て
い
る
と
し
て
そ
の
結
果
は
果
た
し
て
如
何
。
地
理
教
育
に
は
更
に
最
後
に
極
め
て
重
要
な
締
め

く
く
り
の
間
題
が
あ
る
と
思
う
。
米
国
の
地
理
学
者
ト
レ
ワ
ル
サ
教
授
が
、
嘗
て
終
戦
後
日
本
に
来
ら
れ
た
時
、
地
理
教
育
の
効
用
如
何
と
の
質
問

に
対
し
て
、
我
が
国
の
某
教
授
に
次
の
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
答
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
い
る
。
「
地
理
教
育
は
国
際
理
解
に
役
立
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つ
と
共
に
、
又
戦
争
に
勝
ち
抜
く
た
め
に
も
役
立
つ
」
と
。
試
み
に
手
許
に
あ
る
田
中
啓
爾
先
生
著
、
中
等
外
目
地
理
教
科
書
（
戦
前
版
）
を
開

い
て
み
よ
う
。
緒
言
に
曰
く

「
編
纂
に
当
っ
て
は
世
界
各
地
の
自
然
及
人
類
生
活
の
情
態
を
理
会
せ
し
め
、
両
者
の
相
互
関
係
を
明
か
に
し
、
特
に
人
類
が
自
然
を
利
用
開

発
し
て
各
種
の
文
化
を
形
成
せ
る
所
以
を
知
ら
し
め
、
更
に
我
が
国
の
情
勢
を
基
礎
と
し
、
諸
外
国
と
の
比
較
に
よ
り
て
我
が
国
の
特
性
及
世

界
に
於
け
る
地
位
を
正
し
く
把
握
せ
し
め
、
以
て
両
民
精
神
を
涵
養
し
国
家
の
興
隆
と
民
族
の
発
展
と
に
資
す
る
こ
と
に
力
め
、
新
教
授
要
目

の
趣
旨
に
合
致
せ
し
め
ん
こ
と
を
期
し
た
」
と
。

正
し
き
地
理
的
認
識
の
体
得
は
、
「
以
て
国
民
精
神
を
涵
養
し
詞
家
の
興
隆
と
民
族
の
発
展
と
に
資
す
る
」
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
戦
前

の
我
が
国
の
教
育
が
、
こ
れ
を
偏
狭
な
独
尊
主
義
と
誤
れ
る
祖
国
主
義
に
ま
で
昇
華
せ
し
め
た
と
こ
ろ
に
悔
が
あ
ろ
う
。

右
と
同
様
の
こ
と
が
、
国
際
理
解
の
教
育
に
関
し
て
も
云
え
る
と
思
う
。
地
理
教
育
が
国
際
理
解
に
役
立
つ
こ
と
に
は
異
論
は
あ
る
ま
い
が
、

極
端
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
エ
ズ
ム
や
他
国
礼
讃
主
義
に
陥
っ
て
ば
、
劣
等
感
や
事
大
主
義
の
温
床
と
な
り
か
ね
な
い
。
戦
争
に
も
平
和
に
も
役
立
つ

地
理
教
育
は
、
正
に
良
薬
で
あ
る
と
共
に
毒
薬
に
も
な
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
唯
単
に
好
事
家
の
知
識
慾
を
満
足
せ
し
む
る
に
止
る
が
如
き
毒
に

も
薬
に
も
な
ら
ぬ
蒸
溜
水
で
は
な
い
。
こ
れ
を
良
薬
た
ら
し
め
る
か
毒
薬
た
ら
し
め
る
か
は
一
に
か
か
っ
て
地
理
教
育
者
の
責
任
に
あ
り
、
地
理

教
育
の
最
後
の
し
め
く
く
り
の
重
要
性
を
こ
こ
に
強
調
す
る
所
以
で
あ
る
。
（
一
九
五
五
・
九
・
二
）

（
註
）
本
稿
を
草
す
る
に
当
り
、
特
に
手
許
に
於
て
参
考
に
し
た
主
な
る
文
献
は
次
の
諸
書
で
あ
る
。

(
1
)
高
田
保
馬
　
社
会
科
学
通
論
昭
和
二
十
五
年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
(
2
)
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
バ
ー
　
社
会
科
学
方
法
論
岩
波
文
庫
。

(
3
)
飯
塚
浩
二
　
人
文
地
理
学
説
史
昭
和
二
十
四
年
。
　
　
　
　
　
　
　
(
4
)
高
野
史
男
　
地
理
学
本
質
論
ノ
ー
ト
本
誌
五
ー
六
号
。

(
5
)
田
中
啓
爾
　
中
等
外
国
地
理
昭
和
十
六
年
。
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