
阿

波

の

隆

起

海

岸

ナ

ク
ラ
モ
1

･-
タ
一】

徳
島
市
外
加
茂
名

町
大
字

減

本

望
二
谷

の

徳
島
市
水

道
渡
適
地
工
事
場
よ
り
丸
木
醇
が
駿
見
せ
ら
れ
た
ど
の

新
聞
記
事
を
六
月
六
日
の
朝
刊
で
見
た
の
で
早
速
登
校

し
て
小
川

致
授
に
葡
放
し
賓
地
踏
査
す
る
事
に
t･b
つ
･

た
｡
同
日
午
後
十
二
時
第
二
十
八
共
同
乱
で
紳
声
を
出

帆
し
翌
日
午
前
五
時
小
絵
島
に
到
着
.七
時
過
ぎ
に
は
p

阿
波
の
考
古
尊
研
究
者
で
今
回
の
九
木
船
の
静
見
者
LJ

る
徳
島
苗
富
凹
青
梅
場
の
森
敬
介
氏
の
客
ど
な
っ
て
居

た
｡
徳
島
市
出
身
の
痢

披
文
単
士
の
紹
介
状
を
差
出
し

衆
意
を
告
げ
る
ビ
快
-
腰
せ
ら
れ
p
徳
島
市
附
近
出
土

の
石
器
土
器
p
文
化
六
年
二
月
の
名
克
郎
佐
古
村
減
本

村
分
間
給
間
搾
な
る
着
地
園
を

誉
.J
れ
p
詳
脚
な
る
説

明
を
典

へ
ら
れ
吾
｡
其
れ
よ
-
嚢
内
せ
ら
れ
て
丸
木
酔

班
土
の
現
場
を
踏
査
L
P
眉
山
の
紘
泥
片
岩
'
紅
簾
片

岩
を
抹
取
し
た
後
､
城
山
に
於
け
る
先
史
時
代
の
遺
跡

へ
集
内
せ
ら
れ
p
城
山
の
牝
塊
に
於
け
る
海
蝕
の
跡
を

阿
放
り
陛
越
梅
坪

小

牧

賓

繋

見
､
終
日
を
有
益
な
る
薯
地
踏
査
に
輩
し
た
の
で

あ

る
J

此
の
有
益
な
る
野

地
踏
査
の
亘

で
櫛
に
自
分
の
興

味
を
引
い
た
の
は
城
山
北
端
に
於
け
る
海
蝕
の
跡
で
あ

っ
た
｡
之
れ
は
阿
波
に
於
け
る
渥
岸
の
陸
超
を
物
語
る

確
賓
fl･bる
謹
波
で
あ
る
ビ
思
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

城
山
は
標
高
僅
か
に
六

〇
光
の

一
小
丘
で
あ
る
か
ら

五
胡
分

1
地
形
固
上
で
も
仔
細
に
見
な
け
れ
ば

山
寸
気

づ
か
な
い
位
で
あ
る
が
p之
は
轡
河
東
酉
.北
に
傾
斜
せ

る
練
泥
片
岩
の
岩
山
で
明
か
に
眉
山
の
捷
槙
で
あ
る
.

A,チ.卜

此
の
威

山
の
北
端
p
紋
泥
片
栗
の

1
角

が

助

偲

川

へ

突
出
し
て

叫
露
頭
を
形
成
す
る
朗
に
明
か
に
海
蝕
の
癖

が
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
.
罵
異

に
も
見
ら
れ
る
通

-
叫
寸
穿
孔
貝
の
跡
ビ
思
は
れ
る
様
な
小
さ
な
凸
四
ど

な
っ
て
現
れ
て
層
る
｡
而
し
て
此
の
海
蝕
痕
は
地
面
上

よ
rl
l
730
尺
の
房

4
号

は
明
か
に
追
究
す
る
事
が
出
凍

る
C
自
分
が
此
の
潜
を
訪
れ
た
の
は
六
月
七
日
の
午
後

ri.1...1

E]:蕊



地

域

滋
時
窮
で
丁
皮
陰
柿
間
四
月
十
六
=
に
怒
っ

て店た
｡

常
時
助
任
川
で
円
手
綱
を
禦
ん
で
居
た
老
軌

師から
大

潮
面
の
水
率
を
確
め
た
ろ
後
'
北
ハの
水
部
両

から
地面

に
至
る
1.qi
垣

の
高

さ
を
測
定
し
た
所

が
八

尺
であ
っ

た
｡
此
れ
が
此
の
地

熱
に
S
rけ
ろ
地
両
の
大

潮面上
の

節
四
礎

鰐
一故

買

E
)E
)

前
お
蝕

の

及ん
だ
瓢
が
現
今

の

中
等
湖
化
上
九
米
の
水

錐
面
に
存

す
る

三
石
へ
る
.

此
の
海

蝕痕
の
み
を
以
て
し
て
も
流
派
に
粘

･.iLの
隆

起
を
沈
設

し粘
る
の
で
あ
る
が
､
仰
北房
に
も

一
'二
の

芯
糠
を
摩

げ得
る
.
黙
れ
は
城
山

北
龍
に
於
け
る
洞
緒

I:=Z
さ
で
あ
る
L'
水
路
誌
に

ょ
れ
ば
徳
缶
の
何
方
約
二

牡
許
の
小
松

比に
於
て
は

勅

Tn
f高

潮
五

時
四

十
七

分
'
大
潮
升
川
択
仲
介
三

で
あ
る
が
'
此
の
他
部
の

大
潮
升
も
略
同
校
と
Lよ
れ

ば
此
の
地
鮎
の
中
等
潮
伐

は
大
潮
両
よ
-
車
に
二
択

八
分
三
低
い
罪
で
此
の
地

鮎
の
地
面
の
苗
さ
は
中
等

し1...{t･IJ-.･L

融 _苗 戸環

ilTTt･柑r,
･fi,轟 ,7--号療

㌔-＼トJ
_巧工等 ./苧 車

I1-=t I
L'

tltL.･ゝ..

-望雲:･-･.-
●ヽ

､ヽ
甘17.工 ,,j:
ヒ主二迂 二 - _Jム山だ▲

跡の蝕おろ見にit.'･片光線

の
存
在
で
あ
る
.
此
の
洞

筒
は
､止
向
北

八〇
度
光
､

北
へ
E
:
二
僅
傾
斜
し
た
紘

泥
汀
･:ガ
の
傾
斜
筋
鞘
に
治

ひ
粥
へ
の
奥
行
三
).i-尺
'

桁
､
入
口
に
て
約
九
八
､

円
奥
に
で
約
三
八
､
高
さ

約
二
C
尺
の
も
の
で
､
鳥

侶靴
蔵
博
十

､
森
敬
介
代

等
が
鋸
化
氏
族
洞

鑓
作
柄

の
巾.S
跡

と
考

へ
城

山
節
三

潮
位
上
約
十
尺
五
寸
の
水
串
両
に
あ

ht
海

蝕の跡
は

同
三
十
尺
玉
寸
即
ち
九

二

束

の
氷

解両ま
で
追究出

水
ろ
三
石
へ
る
.
之
れ
に
よ
っ
て
見

れ
ば
阿

波
の
海･LL

は
地

質
餅
的
の
滋
近
に
約
二
十
八
尺

隆
起
L
t

共の以
耽
故
跡
亡

命
銘
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
0
森
戊
の
談
に

よ
れ
ば
該

洞
田
内
只

㍍
よ

･Llは
下
部
よ
-
ア
イ
ヌ
式
七

搭
'
上
部

よ
-
狩
生
式
土
鮮
'
石
斧
'
不
庖
丁
等
を
尊

兄
し
た
}
J

の
鞘
で
;
(肘
の

一部
は
今
佃
保
存
せ
ら
れ
て



居
る
｡
曲
の
洞
窟
が
先
住
民
族
穴
居
の
跡
な
-
や
香
や

は
今
論
外
だ
し
て
述
べ
な
い
p
兎
に
角
造
物
が
費
見
せ

ら
れ
た
以
上
は
之
れ
を
遺
跡
ビ
邦
す
る
事
は
承
認
す
る

が
p
然
し
之
れ
は
人
間
が
穿
っ
た
も
の
で
は
な
-
固
よ

り
白
熱
の
洞
窟
で
あ
る
O
即
ち
略
寛
酉
の
適
向
に
治
ひ

其
の
傾
斜
節
聖
に
治
ひ
源
蝕
が
加
は
つ
て
穿
た
れ
た
海

蝕
洞
で
あ
る

.此
れ
が
人
工
の
も
の
で
な
-
海
蝕
に
よ

る
も
の
な
る
事
は
其
の
北
の
側
圏
を
な
す
履
田
に
明
か

に
涯
蝕
痕
を
認
め
得
る
事
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
｡

此
の
海
蝕
痕
は
自
分
の
欝
見
し
た
る
限
-
に
於
で
は
二

十
尺
の
,高
さ
の
最
上
部
ま
で
ほ
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が

此
れ
は
其
の
部
分
に
も
嘗
て
海
蝕
痕
を
有
し
て
居
た
も

の
が
節
甥
若
し
-
は
暦
厨
に
治
ふ
叫
部
倉
石
の
崩
落
で

な
-
な
っ
た
も
の
5<J
解
す

べ
き
で
あ
る
｡
而
し
て
政
の

洞
窟
の
高
さ
が
､
J｡上
述
城
山
北
端
の
海
蝕
痕
を
有
す
る

岩
石
蔽
下
の
地
面
だ
略
同
水
準
面
か
ら
約
二
十
尺
の
高

さ
を
布
す
る
事
は
､
前
述
の
海
蝕
痕
が
地
田
上
二
十
尺

の
水
準
両
ま
で
明
か
に
追
求
せ
ら
れ
る
革
質
}J
併
せ
考

へ
殊
に
興
塊
あ
る
鮎
で
p
之
れ
は
明
か
に
湛
水
の
浸
蝕

作
用
に
よ
っ
て
形
成
せ
ら
れ
た
海
蝕
洞
ビ
断
ず
る
串
が

開
披
の
降
粗
描
岸

ー

出
凍
る
｡

其
れ
が
地
盤
の
隆
起
だ
共
に
海
水
の
蓮
し
な

い
朗
ど
な
-
'
先
史
時
代
に
於
て
住
民
の
利
用
す
る
所

A/J
な
っ
た
の
で
p
其
れ
が
原
始
民
族
の
住
居
だ
な
っ
た

か
､
或
は
墳
墓
ビ
し
て
利
用
せ
ら
れ
た
か
p
そ
れ
は
考

古
挙
上
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
が
今
日
百
分
の
諭
や
べ

き
所
で
は
な
い
.
魚
し
か
ゝ
る
考
音
車
上
の
興
味
か
ら

離
れ
て
考

へ
て
見
て
も
此
の
洞
窟
は
海
蝕
を
受
け
た
る

海
岸
隆
起
の
驚
ど
し
て
誠
に
輿
鹿
あ
る
も
の
で
あ
る
D

海
岸
の
隆
起
は
以
上
二
つ
の
革
質
で
立
沢
に
丑
認
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
'
飼
他
の
謬
披
を
も
泰
げ
る
串
が

出
凍
る
.
其
れ
は
富
野
川
下
洗
地
方
に
於
て
略
十
米
の

同
高
線

を
境
だ
し
て
結
晶
片
岩
の
山
地
だ
沖
摺
地
の
阿

波
中
野
ど
の
隈
劃
を
明
確
に
決
定
す
る
事
が
出
釆
p
両

者
が
窺
拝
の
よ
い
地
形
の
封
照
を
構
成
し
て
居
る
事
で

之
れ
は
眉
山
や
城
山
に
登
っ
て
阿
波
平
野
を
僻
糖
す
る

事
に
よ
っ
て
も
F
又
二
常
分

1
徳
島
近
傍
の
地
形
圏
に

十
米
の
等
高
線
を
辿
っ
て
見
て
も
直
ち
に
明
解
出
凍
る

事
で
あ
る
が
p
曲
の
軍
資
が
嘗
て
現
今
の
海
面
上
十
兼

の
近
-
ま
で
海
水
に
被
は
れ
で
層
た
地
盤
が
其
の
後
十

衆
評
降
誕
し
て
据
岸
殊
に
音
野
川
の
海
に
朝
す
る
附
近

思

田
鼠



抽

朝

に
贋
大
な
る
沖
積
平
野
が
聴
逢
し
た
事
の

1
轡

で
供
し

て
屠
る
の
で
あ
る
｡

此
の
海
岸
の
隆
起
だ
闘
聯
し
て
興
味
あ
る
の
は
今
回

の
.丸
木
舟
の
1登
鬼
で
あ
る
0
教
見
地
鮎
は
徳
島
市
の
蘭

郊
加
茂
名
町
大
字
戒
本
字
三
谷
の

7
地
鮎
で
.
最
近
主

で
は
田
圃
で
あ
っ
た
併
で
あ
る
が
p
水
温
滅
過
池
建
設

の
究
め
約
十
尺
許
掘
下
げ
た
の
で
p
基
の
地
層
の
厨
序

を
知
る
事
が
出
凍
る
｡
其
の
p厨
序
は
田
圃
両
よ
-
下
約

二
尺
は
淡
褐
色
を
帯
び
た
る
砂
嚢
泥
土
p
其
の
下
部
約

四
尺
は
紺
農
政
を
帯
び
た
る
粘
土
贋
泥
土
p
東
に
其
の

下
部
は
帝
夜
色
を
帯
び
た
る
均
質
の
砂
暦
で
あ
る
O
敷

地
の
略
中
央
発
端
､
前
述
四
尺
の
厚
さ
を
有
す
る
粕
黒

色
粘
土
質
泥
土
の
.厨
中
下
部
に
曹
-
p
著
し
-
腐
植
土

を
混
じ
た
地
層
の
露
覇
が
あ
-
'該
地
鮎
の
北
.敷
地
の

莱
北
隅
に
懲
り
で
略
同
水
準
宙
に
同
様
腐
植
土
を
混
じ

た
地
膚
の
露
頭
が
あ
も
共
に
該
粘
土
質
泥
土
よ
rJl漸
次

に
推
移
し
て
居
る
｡此
の
腐
植
土
膚
は
遥
ハの
中
よ
-
義

の
賞
､
藍
餓
僻
等
を
駿
鬼
す
る
革
質
よ
-
滑
降
性
の
も

の
な
る
事

7
見
明
か
で
あ
る
が
p
此
の
府
中
よ
rJl
は
丸

太
の
腐
朽
せ
る
も
の
Lも
教
見
せ
ら
れ
p
又
興
味
あ
る
事

第
四
容

鰐
叫班

四粥

即
売

に
は
森
氏
及
び
余
は
表
面
よ
り
約
六
尺
青
森
砂
暦
面
上

約
八
寸
評
の
謄
中
よ
-
蒲
生
式
土
据
破
片
及
び
木
炭
の

7
片
を
瀞
掘
L
p
該
木
炭
の

l
片
は
単
な
る
宿
将
中
の

貌
化
物
で
な
-
燃
焼
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
事
は
横
山

助
数
投
に
よ
っ
て
確
め
ら
れ
た
｡
丸
木
舟
は
上
述
の
如

き
地
膚
の
最
下
静
､
即
ち
育
次
色
均
質
砂
暦
よ
り
費
見

せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
､
其
の
表
面
は
中
央
部
に
於
で

教
士
面
上
よ
り
六
尺
を
降
れ
る
該
砂
静
寂
南
下
約

1
尺

に
位
し
て
居
る
｡
何
詳
し
-
其
の
位
榎
を
逓
ぶ
れ
ば
､敷

地
両
の
略
中
央
に
舶
部
を
兼
に
櫨
部
を
酉
に
し
て
横
は

-
軸
部
に
援
傾
斜
を
な
し

て
腐
る
｡
金
品
約
三
八

｡
七

尺
事
幅
中
央
部
に
於
て
四
尺
p
前
後
部
に
鞘
狭
ま
ゎ
P

上
部
は

l
櫨
に
偏
平
で
多
少
の
疲

-
め
-
中
央
部
に
於

て
は
約

7
｡
阿
尺
の
捉
さ
に
決
っ
て
居
る
.

未
だ
部
分
的
に
僚
掘
せ
ら
れ
た
に
止
-
金
髄
を
窺
ふ

事
を
碍
な
い
の
LP
今
に
於
て
庇
ち
に
之
れ
が
丸
木
舟
で

あ
る
ビ
断
言
す
る
事
は
出
来
ず
p
近
日
鳥
居
博
士
が
宮

地
踏
査
せ
ら
れ
る
笠
石
ふ
か
ら
P
其
の
研
究
の
結
果
を

待
つ
よ
-
外
な
い
の
至

あ
る
が
p
之
れ
が
著
し
果
し
て

丸
木
舟
で
あ
る
ど
す
る
な
ら
ば
之
れ
が
静
見
地
鮎
は
該



丸
木
舟
の
使
用
せ
ら
れ
た
時
代
の
浅
海
底
著
し
-
は
河

口
底
で
あ
っ
た
ら
-
ビ
恩
は
れ
る
O
此
れ
は
該
遺
物
登

見
地
の
地
暦
を
形
成
す
る
均
質
の
砂
よ
-
も
想
像
せ
ら

れ
る
事
で
あ
る
｡
該
砂
暦
が
青
旗
色
を
帯
び
て
摺
る
の

は
後
其
の
上
に
堆
競
し
た
農
色
粘
土
質
泥
土
の
た
め
に

色
づ
け
ら
れ
た
も
の
}LJ解
す

べ
き
で
あ
る
｡

該
地
鮎
の
標
高
は
二
常
卦
の

叫
地
形
閣
徳
島
間
隔
に

ょ
れ
ぼ
海
面
上
玉
来
.丸
木
舟
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