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地
図
や
地
球
儀
に
国
境
線
は
引
か
れ
て
い
て
も
、
実
際
の
地
球
に
国
境
線

は
存
在
し
な
い
よ
う
に
、
学
問
も
そ
の
内
容
や
研
究
対
象
に
応
じ
て
便
宜
的

に
線
引
き
さ
れ
て
い
て
も
、
真
理
の
探
究
に
境
界
線
は
存
在
し
な
い
。
学
問

を
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の
利
点
も
存
在
す
る
が
、
他
学

問
と
の
交
渉
を
妨
げ
る
と
い
う
縦
割
の
弊
害
も
同
時
に
認
め
ら
れ
、
学
問
が

細
分
化

・
専
門
化
す
る
ほ
ど
、
こ
の
傾
向
は
顕
著
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
各
学
問
間
の
線
引
き
は
あ
く
ま
で
便
宜
的
な
も
の
で
あ
り
、
物
理
的

な
溝
が
実
際
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
今
回
、
中
村
史
が
著
し
た

『三
宝
絵

本
生
諄
の
原
型
と
展
開
』
は
学
位
論
文
に
改
稿
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
学
問
の
縦
割
り
の
壁
を
横
断
的
に
乗
り
越
え
た
高
著
と
言
え
よ

つヽ
。日

本
の
文
化
を
考
え
る
場
合
、
そ
れ
は
中
国
の
影
響
を
色
濃
く
反
映
し
て

い
る
が
、
そ
の
中
国
の
文
化
も
、
そ
の
濫
腸
は
イ
ン
ド
に
遡
る
場
合
が
多
々

あ
る
。
中
国
や
日
本
の
み
な
ら
ず
、
ア
ジ
ア
の
文
化
を
考
え
る
場
合
、
イ
ン

ド
の
影
響
力
は
無
視
で
き
な
い
ほ
ど
大
き
い
の
で
あ
る
。
無
論
、
そ
の
国
に

固
有
な
文
化
も
あ
る
が
、
文
化
は
他
文
化
と
の
接
触
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け

中
村
史
著

『三
宝
絵
本
生
諄
の
原
型
と
展
開
』

平

岡

聡

な
が
ら
形
成
さ
れ
て
い
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
現
象
で
あ
る
か
ら
、
余
計
に
縦

割
り
の
研
究
は
弊
害
と
な
る
。

『三
宝
絵
』
は
日
本
の
平
安
時
代
に
成
立
し
た
説
話
集
で
あ
る
か
ら
、
国

文
学
と
い
う
学
問
の
研
究
対
象
と
な
る
べ
き
資
料
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
見
ら

れ
る
本
生
諄
の
起
源
が
イ
ン
ド
の

（仏
教
）
説
話
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は

「仏
教
学

（あ
る
い
は
イ
ン
ド
学
と

の
研
究
対
象
で
も
あ
る
。
否
、
む
し
ろ

こ
の
よ
う
な
資
料
こ
そ

「
国
文
学
」
と
か

「仏
教
学

（イ
ン
ド
学
と

と
い

っ
た
小
さ
な
枠
組
み
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
資
料
と
言
え
る
が
、
国

文
学
か
ら
こ
の
資
料
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
れ
ば
、
サ
ン
ス
ク
リ
ツ
ト
と
い
う
難

解
な
言
語
の
壁
が
立
ち
は
だ
か
り
、
こ
れ
ま
で
国
文
学
者
の
侵
入
を
許
し
て

こ
な
か
っ
た
の
が
実
情
だ
。
と
こ
ろ
が
幸
い
に
、
著
者
は
国
文
学
か
ら
出
発

し
な
が
ら
も
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
等
、
仏
教
学
で
必
要
と
さ
れ
る
語
学
や
仏

教
学
の
方
法
を
習
得
し
た
た
め
に
、
「
国
文
学
」
と

「
仏
教
学
」
の
壁
を
乗

り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
で
は
そ
の
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら
、

最
後
に
私
見
を
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

五
七

中
村
史
著

『三
宝
絵
本
生
諄
の
原
型
と
展
開
』



本
著
の
内
容
は
、
そ
の
題
名
の
示
す
と
お
り
、
「
一宝
絵
』
所
収
の
本
生

諄

（ジ
ャ
ー
タ
カ
）
の
原
型

・
起
源

・
展
開
を
研
究
の
テ
ー
マ
と
し
て
い

る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
説
話
に
ど
の
よ
う
な
イ
ン
ド
的

・
仏
教
的
背

景
が
あ
る
か
を
解
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
各
本
生
諄
や
そ
の
類
型
話
が

文
学
と
し
て
ど
の
よ
う
に
読
み
解
け
る
か
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
プ
一宝
絵
』
所
収
の
本
生
諄
の
う
ち
、
シ
ビ
王
本
生
諄
、
ス
タ
ソ
ー

マ
本
生
諄
、
そ
し
て
大
施
太
子
本
生
諄
と
い
う
三
つ
の
説
話
が
考
察
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
の
起
源
や
原
型
が
ど
こ
に
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
ど
の
よ
う

に
展
開
し
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
担
わ
さ
れ
て
き
た
の
か
を
解
き
明
か
し
て

い
る
。

第

一
章

（
ピ
一宝
絵
」
と
そ
の
本
生
諄
）
に
お
け
る
本
資
料
の
基
礎
的
情

報
の
提
示
に
続
き
、
第
二
章
と
第
二
章
で
は
シ
ビ
王
本
生
諄
の
原
型
と
展
開

等
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
富
一宝
絵
』
お
よ
び
イ
ン
ド
の
仏
教
説
話
文
献
で

は
、
こ
れ
が
大
乗
仏
教
の
実
践
徳
目
で
あ
る
六
波
羅
蜜
の
う
ち

「布
施
波
羅

蜜
」
を
主
題
と
す
る
説
話
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、　
一
方
で
こ
の
説
話
は

「求

法
」
と
い
う
文
脈
で
説
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
さ
ら
に
そ
の
起
源
を
遡

れ
ば
、
こ
の
説
話
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
世
界
に
お
い
て
、
人
民
や
生
物
を
守
護
す

る

「王
の
努
め
」
を
説
く
説
話
で
あ

っ
た
可
能
性
を
著
者
は
指
摘
し
、
「
王

の
努
め
」
を
主
題
と
す
る
こ
の
説
話
の
原
型
が
仏
教
説
話
文
献
に
取
り
込
ま

れ
る
と
、
「布
施
波
羅
蜜
」
や

「求
法
」
と
い
っ
た
、
新
た
な
仏
教
的
文
脈

に
嵌
め
込
ま
れ
た

「
ひ
ず
み
」
に
よ
っ
て
、
新
た
な
話
型
を
誕
生
さ
せ
た
こ

と
を
論
証
し
て
い
る
。

つ
づ
く
第
四
章

・
第
五
章
は
、
ス
タ
ソ
ー
マ
本
生
諄
を
取
り
上
げ
て
い

五
八

る
。
『三
宝
絵
』
お
よ
び

『三
宝
絵
』
が
下
敷
き
に
し
た
と
さ
れ
る

『大
智

度
論
」
に
お
い
て
、
こ
の
本
生
諄
は
、
六
波
羅
蜜
の
一
つ
で
あ
る

「持
戒
波

羅
蜜
」
の
例
証
話
と
い
う
体
裁
を
と

つ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
類
型
話
の

比
較
考
察
か
ら
、
ス
タ
ソ
ー
マ
本
生
諄
の
本
来
の
姿
は

「持
戒
波
羅
蜜
」
を

例
証
す
る
説
話
で
は
な
く
、
こ
の
説
話
は
本
来

「真
実
語
」
あ
る
い
は

「真

実
の
誓
い
」
を
背
景
と
す
る
説
話
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
第
六
章

で
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
叙
事
詩

『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
」
に
お
け
る

「真
実

語
」
の
用
例
に
基
づ
い
て
、
そ
の
思
想
的
背
景
を
考
察
し
て
い
る
。

ま
た
第
七
章
は
、
大
施
太
子
本
生
諄
の
原
型
と
展
開
を
問
題
に
し
、
冨
一

宝
絵
』
所
収
の
大
施
太
子
本
生
諄
が

「普
施
商
主
本
生
諄
」
と

「善
友
太
子

本
生
諄
」
と
い
う
二
つ
の
説
話
が
融
合
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま

た

「布
施
商
主
本
生
諄
」
は
本
来

「
布
施
」
を
説
く
説
話
で
あ

っ
た
が
、

「
努
め
励
む
」
こ
と
を
教
え
る

「
マ
ハ
ー
ジ
ャ
ナ
カ
型
」
の
説
話
の
影
響

で
、
そ
の
主
題
が

「精
進
」
へ
と
シ
フ
ト
し
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。

そ
し
て
次
の
第
八
章
は
、
ピ
一宝
絵
』
所
収
の
大
施
太
子
本
生
諄
が
ど
の

よ
う
に
誕
生
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
Ｆ
一宝
絵
」
所
収
の
大
施
太
子
本

生
諄
の
前
半
を
形
成
す
る

「善
友
太
子
本
生
諄
」
は
、
「
デ
ー
ヴ
ア
ダ
ッ
タ

の
無
報
恩
」
を
説
く
根
本
説

一
切
有
部
破
僧
事
の
説
話
と
深
く
関
わ
っ
て
い

る
が
、
「善
悪
の
兄
弟
王
子
」
と
い
う
重
い
モ
チ
ー
フ
を
も
つ

「善
友
太
子

本
生
諄
」
が
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
話
型
の

「普
施
商
主
本
生
諄
」
と
結
び
つ

く
こ
と
で

「善
悪
の
兄
弟
王
子
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
か
ら
解
放
さ
れ
た
と

き
、
「大
施
太
子
本
生
諄
」
が
誕
生
し
た
と
い
う
。
同
類
の
説
話
は

『四
教

義
』
に
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
記
述
は
極
め
て
簡
素
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大



施
太
子
本
生
諄
は

『三
宝
絵
』
に
お
い
て
初
め
て
そ
の
完
成
し
た
姿
を
現
し

た
と
著
者
は
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
こ
の

『三
宝
絵
』
所
収
の
大
施
太
子
本
生

諄
は
、
単
に
そ
の
説
話
の
終
着
点
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
話
型
と
主
題
の

組
み
合
わ
せ
と
い
う
点
で
、
類
例
の
な
い
独
自
な
説
話
と
な
っ
て
い
る
点
も

併
せ
て
指
摘
し
て
い
る
。

以
上
が
本
著
の
概
要
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
国
文
学
の
枠

を
超
え
、
著
者
は
イ
ン
ド
文
献
に
ま
で
遡
っ
て
類
型
話
を
収
集
し
、
そ
の
内

容
を
丹
念
に
読
み
込
ん
で
本
格
的
に
比
較
考
察
し
て
い
る
点
は
評
価
に
値
す

る
。
従
来
も
同
様
の
研
究
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
種
の
資
料

に
対
す
る
国
文
学
側
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
漢
訳
仏
典
の

出
典
を
明
ら
か
に
す
る
程
度
で
あ

っ
た
し
、
ま
た
イ
ン
ド
仏
教
学
側
か
ら

も
、
あ
る
イ
ン
ド
起
源
の
説
話
が
日
本
の
文
献
の
ど
こ
に
あ
る
か
を
指
摘
す

る
程
度
で
、
考
察
す
る
と
し
て
も
断
片
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
た
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

総
じ
て
本
著
は
刺
激
的
で
独
創
的
な
手
法
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、

た
だ
残
念
だ
っ
た
の
は
、
説
話
の
変
容
、
つ
ま
り
起
源
と
展
開
の
問
題
が
、

イ
ン
ド
内
部
で
完
結
し
て
お
り
、
そ
の
説
話
の

「
日
本
的
変
容
」
が
、
最
後

の
大
施
太
子
本
生
諄
を
除
け
ば
、
見
ら
れ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
シ
ビ
王
本

生
諄
お
よ
び
ス
タ
ソ
ー
マ
本
生
諄
は
、
い
ず
れ
も
基
本
的
に

『大
智
度
論
』

の
説
話
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
が
、
『大
智
度
論
』
の
段
階
に
お
い
て
す
で

に
二
つ
の
説
話
の
展
開
は
終
息
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら

『三
宝
絵
』
に
取
り

込
ま
れ
る
段
階
で
は
ほ
と
ん
ど
変
容
が
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
で
、
本
書

中
村
史
著

『三
宝
絵
本
生
諄
の
原
型
と
展
開
』

に
お
け
る
著
者
の
手
法
は
、
仏
教
学
と
国
文
学
の
壁
を
乗
り
越
え
た
と
は
い

え
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
仏
教
学
的
な
手
法
に
主
軸
が
あ
っ
た
と
言
え
よ

う
。
さ
ら
に
は
、
プ
一宝
絵
』
が
説
話
を
編
纂
す
る
際
の
意
図
や
、
数
あ
る

仏
教
説
話
文
献
か
ら
何
故
そ
の
説
話
が
採
択
さ
れ
た
の
か
と
い
う
目
的
な
ど

も

（も
し
あ
れ
ば
の
話
だ
が
）
考
察
の
対
象
と
な

っ
て
い
れ
ば
、
プ
一宝

絵
』
と
い
う
資
料
の
独
自
性
を
考
え
る
点
か
ら
も
、
さ
ら
に
重
厚
な
研
究
と

な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

無
論
、
こ
れ
は
著
者
の
せ
い
で
は
な
く
、
取
り
上
げ
た
文
献
が
た
ま
た
ま

そ
う
で
あ
つ
た
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
最
後
に
取
り
上
げ

ら
れ
た
大
施
太
子
本
生
諄
は
、
『四
教
義
』
に
同
類
の
話
が
認
め
ら
れ
る
と

は
い
え
、
そ
の
内
容
や
話
型
と
主
題
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
点
で

『三
宝

絵
』
独
自
の
展
開
を
見
せ
て
い
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
結
論
は
極
め

て
興
味
深
い
。
だ
か
ら
、
著
者
は
こ
の
説
話
を
本
書
の
最
後
に
布
置
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
取
り
上
げ
る
資
料
の
性
格
如
何
に
大
き
く
関
わ
る
こ
と

で
は
あ
る
が
、
イ
ン
ド
に
端
を
発
し
中
国
を
経
由
し
て
日
本
に
伝
播
し
た
説

話
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
文
化
に
影
響
を
受
け
、
中
国
的
変
容
、
そ
し
て
日

本
的
変
容
を
被

っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
変
容
の
解
明
こ
そ
、
仏
教
学

（あ
る
い
は
イ
ン
ド
学
Ｙ

中
国
学
　
国
文
学
と
い
っ
た
狭
い
学
問
の
垣
根
を

越
え
て

「学
際
的
」
と
い
う
名
に
ふ
さ
わ
し
い
研
究
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
他
分
野
の
研
究
手
法
を
も
習
得
し
た
著
者
に
、
今
後
は
そ
の
よ
う
な
研

究
を
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
本
書
は
上
記
の
八
章
以
外
に
、
付
篇

一
と
し
て
、
第
八
章
の
大
施

太
子
本
生
諄
と
関
連
す
る

『サ
ン
ガ
ベ
ー
ダ

・
ヴ
ア
ス
ト
ウ
』
所
収
の

「
カ

五
九



リ
ヤ
ー
ナ
カ
ー
リ
ン

・
ジ
ヤ
ー
タ
カ
」
の
日
本
語
訳
、
ま
た
付
篇
二
と
し
て

著
者
の
留
学
体
験
を
綴
っ
た
オ
ッ
ク
ス
フ
オ
ー
ド
体
験
記
、
さ
ら
に
巻
末
に

は
本
書
の
英
文
要
旨
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
付
篇
二
は
こ
れ
か
ら
の
若
い
研

究
者
に
と
っ
て
よ
い
刺
激
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
英
文
要
旨
も
日
本
の

研
究
の
成
果
を
海
外
に
積
極
的
に
発
信
し
て
い
く
上
で
必
須
で
あ
ろ
う
。
本

書
が
機
縁
と
な
り
、
よ
い
意
味
で
こ
の
分
野
で
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