
地

玲

鰐
八
懸

阿

武

隈

山

地

地

形

素

描
節
玉
髄

ヒJJ｢
高

山

二
八

陵

畢

人

素

描

の

方

法

阿
武
隈
山
地
教
鰻
を
和
事
の
ご
-
天
機
の
素
描
で
あ

渇
か
ち
､
そ
れ
が
苑
し
て
猶
衆
に
於
で
､
宙
に
な
ゎ
う

tQrか
沓
か
さ
へ
､
僕
に
.fJ
つ
て
は
疑
ほ
し
い
｡
そ
れ
に

も
拘
ら
ず
.
こ
の
素
描
わ
･J
公
に
す
る
の
は
､
こ
の
山
地

が
僕
の
郷
土
に
接
し
て
ゐ
る
薦
め
'
僕
に
は
か
わ
6-
戟

し
み
が
あ
り
任
意
な
し
て
ゐ
る
鮎
も
多
い
の
で
､
著
し

そ
の
大
憶
の
線
だ
け
も
轟

い
て
置
い
乍
ら
､
撒
水
そ
れ

紅
吟
映
し
互

い

-手
懸
･1J
も
な
ら
-
L
t
ま
た
､
こ
こ

那
.い
か
ぬ
､
こ
れ
が
犬
き
な
見
違
で
あ
る
ビ
数

へ
ら
れ

て
､
或
は
欄
に
な
る
翌
も
あ
ら
十
字
m
心
ふ
か
ら
で
あ
っ

た
､
勿
論
そ
れ
が
綿
に
な
っ
た
時
は
､
必
や
し
も
こ
9

東

槽
の
鋸
が
そ
.の
ま

～
磯
つ
で
お
や
-
己
は
息
は
ぬ

素
描
の
方
法
ビ
L
tJ
は
光
づ
徳
田
月

一
撃
人
の
数
に

従
ひ
'
地
形
岡
上
に
介
水
線
を
加

へ
で
見
た
0
そ
れ
が

山
獄
配
濃
の
状
鹿
､
起
伏
粗
密
の
大
勢
を
明
か
に
す
る

こ
E
は
､
汲
憩
以
上
で
あ
っ
た
｡
然
し
こ
れ
で
は
起
伏

の
大
小
､
海
面
上
の
展
の
高
さ
を
示
さ
ぬ
の
で
'
海
抜

五
百
米
'
千
米
を
界
に
､
分
水
線
の
形
式
を
静

へ
'
碍

い
て
同
じ
高
さ
に
屈
す
る
介
水
線
の
傾
城
を
'
濃
淡
三

種

の
色
を
加

へ
て
分
け
て
見
た
｡
こ
れ
l≠
よ
っ
て
､
最

近
に
於
け
る
谷
の
経
蝕
の
影
響
を
除
き
'
多
少
な
･C,ど

も
原
地
形
に
近
い
も
の
を
見
出
し
え
た
.
こ
れ
が
素
描

の
節

.1
歩
で
あ
っ
て
､
こ
れ
ま
で
は
､
た
ゞ
地
形
囲
む

示
す
通
り
に
'
成
る
可
-
忠
賓
に
試
み
た
｡

次
に
'
こ
の
や
-
に
し
て
え
ら
れ
花
園
の
上
で
.
也

形
並
び
に
地
質
上
､
多
数
の
地
魂
を
置
介
し
て
見
た
｡

そ
れ
に
は
主
だ
し
て
新
薯
種
々
の

時

代
に
於
け
る
断
層

裂
櫨
等
ビ
皿
は
る
ゝ
も
の
を
探
し
出
し
､
且
つ
起
伏
瀧

ビ
之
に
按
す
る
平
坦
地
で
の
群
を
-
求
め
､
そ
れ
等
を



太
い
翫
塊
で
前
祝
の
岡
上
に
加

へ
て
見
た
｡
こ
れ
が
即

ち
今
際
の
素
描
の
大
盤
で
あ
っ
て
､
こ
の
節
二
段
の
地

塊
債
分
の
普
否
こ
そ
､
こ
の
素
描
の
正
否
を
決
定
す
べ

き
で
や

っ
-
か
ら
'
左
に
こ
の
素
描
の
妥
鮎
を
Lな
せ
′乃

地
塊
慣
分
の
線
に
就
て
､
朋
か
耽
明
し
て
見
よ
う
｡

(
第
五
閲
の

一
塵
照
)
ー

･
夏

葬

川

構

造

線

･
四
倉
､
川
前
'
小
野
新
町
を
連
ね
る
北
六
十
鹿
西
の

線
で
､
そ
の
来
場
は
地
質
上
よ
り
明
か
に
知
ら
ろ
ゝ
四

つ
倉
断
層
線
ど
な
り
'
酉
に
撹

い
て
苗
原
山
'
二
つ
箭

山
西
南
の
償
断
層
崖
YJ
L･i
-
､
観
い
て
夏
井
川
の
谷
ど

な
っ
て
小
野
新
町
に
酋
北
に
達
し
､
次
第
に
不
明
瞭
に

な
る
0
こ
の
う
ち
二
っ
箭
山
附
近
で
は
.
花
嗣
岩
及
び

蛇
紋
岩
の
地
塊
を
展
在
に
切
る
急
斜
面
の
麓
に
'
申
新

釈
の
水
成
岩
が
不
整
食
に
横
は
-
､
此
構
造
兼
が
す
で

に
そ
の
潜
時
よ
り
存
し
た
こ
だ
聖

不
し
て
ゐ
る
0
地
形

及
び
地
質
か
ら
考
ふ
る
に
､
こ
の
構
造
線
は
南
下
わ
の

断
層
で
あ
っ
て
､
落
差
は
東
す
る
に
従
っ
て
大
き
-
.

申
す
る
に
従

っ
て
次
麓
に
消
滅
す
る
や
う
で
あ
る
｡

阿
武
隈
山
地
地
形
東
城

上

遠

野

構

造

線

か
S,
¢

上
遠
野
を
中
心
に
､
入
違
野
川
だ
鮫
川
下
流
の
商
克

郎
だ
を
連

ね
る
南
北
乃
至
北
二
十
度
閏
の
線
で
､
北
部

(
上
之
坂
附
近
)
に
於
て
は
御
在
所
系
ビ
荘
尚
岩
だ
の
境

界
'
南
部
上
遠
野
附
鑑
に
於
で
は
御
在
所
系
だ
新
琴

工

紀
暦
ど
の
非
を
過
ぎ
､
史
に
多
賀
山
脈
東
経
に
連
甘
-

地
形
上
に
も
極
め
で
潜
る
し
い
線
で
あ
る
｡
但
し
'
南

部
にこ
放
け
る
新
第
三
紀
層
は
'
そ
の
酉
に
あ
る
御
在
所

系
の
山
の
斜
面
に
不
整
各
に
戴
-
､
所
に
よ
っ
て
は
細

長
-
轡
入
し
て
ゐ
る
か
ら
'
此
構
造
線
は
こ
の
新
第
三

紀
層
堆
積
の
温
か
以
前
に
､
兼
下
-
の
断
層
ま
た
は
擁

曲
に
よ
っ
て
出
凍
死
も
の
が
'
既
に
相
皆
閉
析
せ
ら
れ

て
居
っ
た
跡
か
f̂j
瓜
は
れ
る
｡

石

城

樫

状

髄

夏
井
川
構
造
線
だ
上
遠
野
構
造
線

ど
の
間
'
即
ち
石

地
郡
の
大
部
を
占
め
.
西
北
に
向
つ
で
鎗
頭
を
有
す
る

操
舵
低
域
は
七
大
髄
に
於
で
新
第
三
紀
堆
積
督
時
班
に

存
し
た
沈
降
置
域
で
あ
る
が
､
そ
れ
が
'
正
に
前
記
の

二
線
にこ
平
行
L
で
ゐ
る
二
組
の
構
造
線
に
よ
っ
て
は
ゞ

詩

瓦

二
九



地

球

第
八
番

第
五
班

111岩

71
7
0

菱
形
の
若
干
の
地
塊
に
分
れ
就
中
'
湯
の
練
の
西
北
に

あ
か
ゐ

連
な
る
二
つ
石
山
地
塊
､
関
伽
井
獄
の
西
北
に
蓮
な
る

水
石
山
地
塊
の
二
つ
は
'
沈
降
の
程
度
少
な
-
､
新
妨

三
紀
暦
に
被
は
れ
た
る
馨
る
し
い
沈
降
匿
域
に
向
つ
て

鋸
薗
状
に
突
出
し
つ
～
､
高
-
そ
の
面
上
を
挺
ん
で
で

あ

る
.
而
し
て
'
此
等
の
地
階
だ
沈
降
伍
域
ど
の
境
界

を
な
す
二
つ
の
系
統
の
構
造
線
申
､
夏
井
川
構
造
線
に

平
行
な
る
北
六
十
度
線
の
主
な
る
も
の
は
､
湯
の
赫
西

み
やま
だ

南

よ
-
佐

山

問

を
過
ぐ
る
二
つ
石
山
地
塊
西
南
側
の
も

よ
し
ま

の
と
､
園
伽
井
獄
南
側
よ

-

好

間

州
上
流
を
貰
ぬ
-
水

石
山
地
塊
閣
南
側
の
も
の
ど
で
あ
っ
て
､
そ
れ
ら
の
東

商

へ
の
延
長
は
'
そ
れ
ぞ
れ
藤
原
断
層
及
び
開
伽
井
藤

断
層
だ
L･.
つ
て
新
野

二
紀
を
賞
ぬ
い
て
ゐ
る
が
､
前
記

の
刷
塊
だ
新
三
紀
暦
F,J
の
境
界
は
立
派
に
断
層
崖
の
地

形
を
示
し
な
が
ら
､
却
っ
て
不
整
合
か
ご
恩
は
れ
る
瓢

が
多

い
の
で
'
恐
ら
-
は
新
第
三
紀
以
前
に
於
で
既
に

生
じ
た
断
層
崖
を
充
分
解
析
せ
ら
れ
ぬ
う
ち
に
之
を
不

盤
倉
-こ
被
ふ
た
新
節
三
紀
圏
が
'
こ
の
線
に
滑
-
て
そ

の
後
ち
史
に
繰
返
さ
れ
た
断
層
の
褒
め
に
切
断
せ
ら
れ

た
も
の
で
あ
ら
-
0
こ
れ
は
ー
波
速
久
止
日
韓
人
が
四
倉

新
暦
に
就

七

言
ほ
れ
た
や
う
に
'
夏
井
川
系
構
造
線

1

股
の
特
色
で
あ
る
や
う
で
あ
る
｡

之
に
反
し
て
'
此
等

の
山
地
塊

S
米
側
々
限
る
上
遠

野
系
の
構
造
線
は
'
断
府
崖
ビ
兄

ら
る
～
轟
の
光
源
な

迎
損
料
両
を
造
ら
ず
.
第
三
紀
層
に
充
た
さ
れ
た
谷
が

所
々
に
入
-
込
ん
で
ゐ
る
｡
そ
れ
故
こ
れ
は
新
第
三
紀

層
成
生
以
前
に
朝
普
激
し
-
開
析
せ
ら
れ
た
擁
曲
肘
か

或
は
古

い
断
層
面
に
滑
-
て
そ
の
開
析
後
に
生
じ
た
不

整
各
線
ビ
認
め
ら
れ
る
｡
且
っ
此
系
統
の
構
造
線
は
､

夏
井
川
系
構
造
線
に
立
派
に
載
ら
れ
て
ゐ
る
や
-
に
見

え
'
そ
の
北
方
に
於
け
る
元
求
の
連
縛
は
'
久
之
藩
の

西
方
､
双
葉
暦
東
側
の
急
斜
面
で
あ
ら

う
｡

之
を
以
て
容
す
る
に
'
双
来
暦
を
以
て
代
表
せ
ら
る

～
上
部
白
蚕
紙
成
生
以
後
'
焼
山
ま
た
は
断
層
に
よ
る

阿
武
隈
高
原
の
上
昇
を
見
､
そ
の
兼
嫁
が
今
日
見
ら
る

～
上
遠
野
系
の
南
北
構
造
線
で
あ
ら
う
｡
触
る
に
そ
の

後
ち
之
に
交
は
る
夏
井
川
東
の
西
北
西
構
造
兼
に
沿
う

で
博
酉
下
り
の
平
行
断
層
群
が
国
衆
､
上
遠
野
系
構
造

線
に
滑
,rtた
粟
下
S
･･の
薦
斜
面
亡
の
間
に
､
上
遠
野
~教

本
､
石
森
各
笹
の
沈
降
地
を
燕
じ
､
新
約
三
配
の
醇
が

ItttI

t■



之
に
捷
大
し
て
塞
た
の
で
あ
-
う
｡

し
か
も
そ
の
後
も

比
等
の
開
系
の
鉄
に
そ
-
て
.
断
簡
作
用
が
節
二
次
的

に
繰
返
さ
れ
落
差
を
大
に
す
る
･,･J
共
に
'
高
原
内
部
に

ま
で
及
ん
だ
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

此
補
係

は節
一
間
に
よ
-
模
式
的
に
示
さ
れ
る
｡

警

固

石
城
塊
状
体
禁
蒜
式
尉

阿
武
隈
山
地

a.ニッ肺山 b.問 倣非-,7;'･

C.況ノ 藩訪d,俳 -i:I.LLl

北
節
の
大
勢

夏
井
川
構
造
線
以
北

の
阿
武
隈
山
地
に
は
'

賓
に
不
日
心試
な
特
色
が

あ
る
｡
そ
れ
は
隆
起
鞘

の
配
列
が
､
草
野
及
び

な
し
て
ーみ
る
ロ
(
第
二
聞
及
び
姉
三
間
血
威
服
)

特
に
甫
白
い
の
は
草
野
螺
旋
状
地
櫨
の
関
南
最
外
堀

･＼ち
ぷ
'')

は
やま

を
な
す
U

大

山
p
羽

山

'
蝿
岳
の
列
で
､
五
万
分
の
.1

の
地
形
図
で
わ
か
る
迫
り
'
此

完
W
は
東
北
即
ち
螺
旋

の
中
心
に
向
っ
て
産
科
す
る
地
塊
の
外
側
が
'
急
に
環

状
急
斜
面
で
切
ら
れ
て
居
.わ
､
口
太
川
は
此
地
形
に
n

ン
シ
ー
ク
エ
ソ
ト
の
谷
を
集
め
た
上
.
之
に
オ
ブ
シ
ト

ク
エ
ン
ト
の
谷
を
造
っ
て
ゐ
る
｡
恐
紅
-
は
此
穂
の
傾

動
運
動
が
棟
-
按
憶
に
行
ほ
れ
た
結
果
で
あ
ら
う
｡

草
野
(
古
道
両
螺
旋
地
憶
の
接
触
部
は
､
互

に
交
錯

古
道
を
中
心
と
す
る
螺
旋
状
を
量
す
る
こ
.fJ
で
､
そ
れ

等
の
隆
起
鰻
は
常
に
外
側
に
急
傾
斜
を
L･i
L
､
螺
旋
の

中
心
に
向
つ
て
綬
傾
斜
を
な
す
こ
亡
で
あ
る
｡
且
つ
そ

の
各
階
ビ
し
て
は
螺
旋
の
中
心
に
向
つ
て
盆
地
状
に
下

っ
た
ま
ゝ
ー
粟
に
向
つ
で
綬
科
し
て
ゐ
る
の
で
､
河
流

は
何
れ
も
螺
旋
状
低
地
に
沿
う
て
或
る
距
離
の
間
流
れ

て
は
､
朱
に
向
っ
て
隆
起
昔
を
突
破
し
'
忠
に
峡
谷
を

阿
武
限
山
地
地
形
素
描

放旋螺の節北原南限武阿

式棋近称
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挿

入

巷

し
た
形
ど

な
り
､
西

肥
西
の
着

る
し
い
谷

が
訂
の
い

て
居
っ
て

そ
れ
が
'

編
･=i'
'
富

岡
を
連
結

す
る
主
な

る
横
断
路

〔}J
な
っ
て

序

る
の
は

同
じ
方
向

の
よ
井
川

構

f
.｡3

線

が

郡

山
'

中

を

雛

ん

で

ゐ
る
.の

Jヾ

碑
'<
故

n
宍

三
二

好
個
の
封
照
を
L･{
し

て
ゐ
る
∪

阿
武
隈
山
地
喬
節
の
大
勢

上
遠
野
構
造
線
か
ら
河
南
の
院
域

1
.
1

之
を
阿
武
隈

山
地
の
南
節
}J
溜
め
え
よ
-
｡
こ
の
部
分
で
も
そ
の
北

境
に
近
-
は
､
NR
井
川
系
に
屈
す
る
西
北
粥
の
構
造
線

'J
恩
は
れ
る
も
の
が
'
可
な
-
に
苦
る
し
い
谷
を
造
っ

て
ゐ
る
が
､
そ
の
揃
耕
'
所
謂
多
賀
山
脈
の
置
域
に
L･.

る
'J
､
殆
ん
.I/,
一
紙
の
地
塊
.,J
t..
つ
て
'
次
第
に
揃
に

下
っ
て
ゐ
て
､
そ
の
衷
面
の
凸
凹
は
'
む
し
ろ
岩
男
の

相
法
に
基
つ
い
て
ゐ
る
｡

阿
武
隈
山
地
の
薫
綾

阿
武
隈
川
地
の
南
節
に
於
で
は
'
そ
の
東
経
は
上
遠

野
構
造
線

の
延
長
亡
兄
ケ

6
,
北
北
徴
求
の

一'5
'
(
倍

に
上
遠
野
助
川
線
ビ
栴
し
ょ
-
)
で
界
せ
ら
れ
'
こ
の

線
は
'
火
照
異
舵
に
延
び
た
.
が
ら
'
･)=L
阿
川
そ
の
他
の

芥
に
於
て
新
き
箪

二
和
暦
の
不
整
合
的
:3
人
を
見
'
上

遠
野
桃
造
緑
川
成
､
+
;
き
捷
曲
而
ま
た
は
断
相
田
が
､

仰
皆
に
川
併
せ
ら
れ
て
か
ら
､
小村
き
折
三
紀
好
に
よ
っ

て
.不
整
<
;
に
被
は
れ
た
-
の
}J
瓜
は
れ
る
O



此
形
式
の
楽
部
嶋現
各
級
は
､
上
浅
野
の
北
方
に
放
て

夏
井
刊
系
断
層
群
の
馬
め
に
三
度
兼
に
飛
ば
さ
れ
'
二

つ
石
山
地
塊

(
湯
の
赫
地
塊
)
の
東
経
､
水
石
山
地
塊

(閑
伽
非
獄
地
塊
)
の
光
線
に
膳
行
状
に
現
は
れ
､
史
に

四
つ
倉
断
層
の
北
.
久
之
洛
西
方
の
双
葉
暦
.fJ
第
三
紀

7,品

罪
を
.な
し
て
,
阿
武
隈
山
地
北
草
の
南
端
に
逢
し

て
ゐ
る
○

然
し
な
が
ら
.
そ
れ
よ
b
妃
に
北
に
於
で
は
此
の
上

遠
野
助
川
式
境
界
淡
を
斜
断
し
て
'
定
に
新
た
な
兼
下

-
の
断
層
線
が
'
ほ
ゞ
南
北
に
阿
武
隈
山
地
の
罪
縁
を

戴
断
す
る
｡
こ
れ
即
ち
久
之
掲
断
暦
の
北
方
に
於
け
る

延
長
で
あ
っ
ィJ
t
暇
に
'
相
馬
久
之
洛
構
造
線
}J
い
は

'つ
Oだ

こ
ろ
が
此
線
の
地
軸
に
LJ
る
亡
､
そ
の
光
側
に
申

鎌
府
(
保
雄
乃
至
下
部
白
菜
)
の
狭
い
地
階
が
南
北
に
走

-
p
地
形
の
上
で
は
こ
の
部
分
ま
で
阿
武
隈
山
地
の
観

を
k･bす
が
p
精
し
-
見
る
十
阿
武
隈
山
地
の
音
鎮
静
及

び
花
岡
岩
は
'
登
山
附
近
に
潜
る
し
-
敏
速
し
て
ゐ
る

銀
塊
岩
ビ
凝
次
岩
亡
の
巣
暦
を
被
っ
た
ま
ゝ
､
こ
の
線

に
周
っ
て
急
に
兼
に
擁
曲
し
､
そ
の
東
端
を
こ
の
線
に

阿
洗
脱
山
地
地
形
諸
州

よ
っ
て
断
た
れ
て
ゐ
る
0

(仙卵
四
間
血
戯
憎
)

a紹伯Bb卓･生Jy
C中生々 dh砲身
er著せ帝王点的

阿の近開銀防部将柑
式模倣耶也Ell殴武

而
し
て
J.
此
線
の

兼
に
接
守
る
中
産
膚

は
'
こ
め
並
に
そ
-

て

山
旦
逆
断
層
的
に

隆
起
し
た
上
も
そ
の

東
側
が
ほ
ゞ
こ
の
淡

"J
平
行
に
走
る
他
の
断
層
で
切
ら
れ
.
地
盤
服
を
な
し

て
南
北
に
延
び
､
そ
の
兼
側
は
若
い
第
三
紀
層
の
海
岸

基
地
に
下
っ
て
ゐ
る
｡
こ
の
東
側
の
断
簡
は
'
之
に
接

す
る
ご
-
若

い
第
三
紀
層
に
被
ほ
れ
て
ゐ
る
や
-
に
見

え
る
の
で
､
或
は
こ
れ
が
上
遠
野
助
川
系
の
せ

い
断
簡

ま
た
は
擁
曲
面
の
連
続
か
ど
も
瓜
は
れ
る
が
､
む
し
ろ

前
記
の
相
馬
久
之
璃
系
断
層
だ
同
期
の
も
の
で
.
そ
れ

自
身
が
､
新
節
≡
紀
中
の
或
る
時
期
に
起

っ
た
ビ
見
て

よ
か
ら
う
0

同
に
相
馬
久
之
慣
断
層
の
酉
に
接
す
る
阿
武
隈
山
地

光
線
に
は
､
欝
三
配
暦
で
規
め
ら
れ
た
る
償
い
溺
れ
谷

が
現
在
の
河
道
を
種

々
に
結
ん
で
存
在
し
p
そ
の
-筏
に

於
け
る
谷
の
車
寮
の
跡
潜
る
し
い
｡
こ
れ
は
別
し
て
新

高

九

三三



地

球

妨

八
巻

田
川
･1J
P

展
野
川
の
本
支
流
･,J
の
間
に
着
る
し
い
O

(
第
二
同
曲
鍛
塵
照
)

阿
武
隈
山
地
の
西
橡

阿
武
隈
山
地
の
両
線
は
､
そ
の
兼
終

に
此
し
て
甚

だ

不
明
瞭
な
部
分
が
多

い
｡
光
づ
北
端
か
ら
吟
味
す
る
亡

れ
う
ぜ
ん

霊
山

西

側
の
潜
る
し

い
断
崖

の通
観
が
.
地
形
的
に
は

立
派
L･i
境
界
諏
で
あ
る
が
p
断
崖
そ
の
も
の
は
集
塊
岩

特
有
の
刷
別
両
で
､
構
造
上
.Q
境
界
兼
は
崖
の
麓
の
呑

ゝ
酉
を
冥
ぬ
き
.
川
俣
町
か
ら
羽
山
の
甲
に
通
せ
る
も

の
ら
し
い
0
此
西
側
に
は
掛
田
町
附
近
の
丘
陵
性
山
地

が
あ
っ
て
p
そ
の
酉
北
緯
は
保
原
町
兼
方
を
東
北
関
南

に
草

O
断
簡
兼
で
信
連
盆
地
の
沖
積
層
下
に
渡
し
て
一ゐ

る

0川
俣
町
の
南

に
於
て
ほ
じ
太
山
.
羽
山
の
酉
を
南
北

に
賞
ぬ
-
明
瞭
の
線
で
阿
武
隈
山
地
は
断
た
れ
る
が
'

こ
は
il

こ
の
歌
の
酉
で
再
び
木
幡
山
だ
な
-
て
隆
起
L
P
そ
の

酉
斜
面
が
両
方
を
支

へ
た
平
ら
L･i
糸
の
垂
れ
た
や
-
ド

ゆ
る
み
下
っ
て
､
二
本
於
附
妃
の
､
小
起
伏
地
ど
な
り

そ
の
底
は
､
敢

近
め
浸
棟
にこ
よ
か
影
郷
管
を
除
け
ば
､

二

解
式
雛

票

〇

三
挫

百
乃
至

二
甘
米
の
平
坦
地
亡
も
見
ら
れ
る
｡
此
平
坦
地

を
駄
ぬ
き
'
小
潟
町
を
貫
ぬ
い
す
縦
走
す
る
や
う
月
著

る
し
い
直
線
谷
が
満
ち

が
､
そ
の
両
側
に
髄
灘
の
瀧
も

な
し
.
両
側
だ
も
に
同
種
の
花
間
岩
で
あ
る
の
で
'
断

簡
り
驚
疲
充
分
で
な
い
｡
或
は
完
量
に
準
串
原
化
せ
ら

れ
た
償
い
断
層
の
跡
か
.
そ
れ
と
も
胆
な
る
裂
蚊

で
あ

る
か
判
断
に
苦
し
む
｡
(
節
三
園
塵
照
)

因
に
こ
の
線
紋
二
三
百
米
に
ゆ
る
み
下
っ
た
囲
析
平

坦
地

(
高
原
だ
旦

呂
ひ
難
し
)
二
を
阿
武
隈
縦
谷
の
底

面
で
あ
っ
て
,I
.現
在
の
阿
武
隈
川
甘
､
こ
の
縦
谷
の
底

を
穿
た
ず
.
そ
の
東
側
に
外
れ
て
取
る

こ
ビ
北
上
縦
谷
-

ビ
同
故
で
あ
わ
'
蘭
島
盆
地
は
縦
谷
底

中
藍
に
潜
る
し

い
局
部
的
隅
蔑
地
で
あ
-
.
郡
山
附
漁
等
の
平
野
甘
そ

の
縦
谷
底
を
沖
積
層
で
被
っ
た
部
分
で
あ
る
?

郡
山
附
近
に
至
る
亡
､
阿
武
隈
山
地
だ
絹
谷
底
ど
の

境
界
は
'
甚
だ
不
鮮
明
に
L･.
-
､
蘭
越
東
亜
に
よ
っ
て

三
春
の
兼

に
進
ん
で
見
て
も
､
む
し
ろ
寄
る
し

い
境
界

な
し
に
'
高
原
性
の
地
惟
ビ
t･Jbh
1.
た
ゞ
そ
の
-
も
に

威
丘
ら
し
い
特
殊
の
隆
起
が
多

-
L･.
つ
て
､
そ
れ
が
い

つ
し
か
地
域
の
本
鰹
を
な
す
也興
の
山川
地
に
な

っ
て
し
ま



ふ

Oこ
の
状
態
は
多
少
石
川
町
附
鑑
で
も
兄
ら
れ
る
が
.

そ
れ
か
ら
南
に
赴
-
に
従
ひ
'
今
ま
で
飴
-
そ
の
爾
側

の
高
さ
の
塵
北
の
な
か
つ
け
南
北
の
谷
が
､
次
第
に
そ

の
両
側
に
著
か
し
い
相
違
聖

不
し
､
阿
武
隈
山
地
は
そ

れ
等
の
南
北
絡
造
線
で
'
二
段
に
久
慈
川
の
谷
に
切
ら

れ
て
し
ま
ふ
(.
.こ
の
二
段
の
構
造
線
中
､
そ
の

1
本
は

阿
武
隈
の
兼
に
準

つ
て
､
此
方
遠
-
二
本
蛤
附
近
ま
で

追
跡
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
､
そ
の
附
近
で
は
閉
側

ど
も
に
花
岡
岩
で
~
且
つ
高
さ
も
中
等
で
あ
る
｡
そ
れ

を
次
第
に
南
に
辿
っ
て
郡
山
か
ら
南
方
に
凍
る
と
､
そ

れ
が
始
め
て
花
園
岩
地
だ
第
三
紀
層
被
覆
地
ど
の
界
･jJ

し
て
地
質
の
上
で
立
派
な
境
界
銀
ど
な
b
P
(
光
も
そ
れ

は
不
整
合
･的
凸
凹
に
富
む
)
石
川
以
南
か
ら
は
地
形
の

上
で
も
光
輝
に二
そ
れ
･iJ
知
ら
れ
て
凍
る
｡
そ
し
て
蓬
に

は
大
中
以
南
の
.里
川
･J･J
な
-
､
多
賀
山
脈
の
酉
縁
を
明

示
す
る
｡
特
に
町
屋
の
附
鑑
で
は
.
谷
底
合
邦
が
ご
-

特
有
tIt断
層
角
磯
岩
で
成
り

(
石
衣
岩
の
如
き
歌
か
い

岩
石
の
み
は
角
磯
化
を
免
れ
下
地
暦
の
ま
～
に
て
残
存

す
る
)
そ
の
上
に
.
こ
の
角
磯
を
材
料
だ
し
た
灘
岩
ビ

阿
武
駁
山
地
地
形
某
紙

泥
板
岩
だ
が
亙
暦
し
て
ゐ
る
新
第
三
紀
随
順
が
磯
達
し
､

そ
の
上
を
覚
に
花
園
山前
質
瓦
磯
を
含
ん
だ
河
成
堆
積
物

で
被
は
れ
､
こ
の
構
造
雑

も
ま
た
新
第

三紀
層
成
生
以

前
に
出
氷
化
も
の
で
､
南
部
もこ
於
て
は
立
派
に
研
下
り

の
断
層
ど
な
-
'
北
部
に
趣
-
に
従
っ
て
漸
次
畢
な
る

裂
櫨
bJ
な
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
0

こ
の
並
の
や

ゝ
酉
に
､
之
ビ
殆
ん
..fJJ
卒
行
に
､
棚
倉

塙
を
結
ん
だ
久
慈
川
の
上
流
ビ
P
町
屋
の
酉
の
天
下
野

を
結
ぶ
長

い構
造
線
が
あ
っ
て
p
そ
の
両
側
は
愈
々
太

辛
附
近
に
見
ら
る
1
第
三
紀
層
地
域
ど
な
-
､
こ
の
間

線
の
閲
に
於
て
は
第
三
紀
層
の
間
か
ら
d
な
は
若
干
の

有
年
厨
ま
た
は
奮
火
成
岩
が
露
出
し
て
ゐ
る
｡

阿
武
隈
山
地
の
南
北
端

阿
武
隈
山
地
の
南
端
は
､
次
綿
に
幅
を
狭
め
た
揚
句

輿
弓
山
西
南
側
の
北
酉
-
南
東
の
断
履
歴
で
切
ら
れ
'

ま
た
牝
補
は
同
じ
-
北
西
-
商
覇
に
向
ふ
傾
斜
面
に
'

角
田
鰍
地
に
下
っ
て
ゐ
る
.
た
ゞ
こ
の
山
地
の
東
側
に

接
す
る
細
長
い
地
愚
の
み
は
､
虎
狼
山
以
北
の
花
楠
岩

地
塵
だ
L･4
h
一.
烈
し
-
閲
析
せ
ら
れ
･る
ま
ゝ
で
北
方
に

豊

山

三
五



地

球

頂

き

角

田
盆

地

A,J
海
岸

:dai
野
を
界

す
る

｡

阿

党

隈

山
地

の
大
観

第
八

懸

雛
充
幼

豊

ニ

以

上

を

以
て

阿

武

隈

山

地

を
大

瓶

す

る

ビ

延

長

凡

そ

百

五
十

野

､

衆

酉

の
幅

凡

そ

四

十

粁

前

後

の

油津形地地山隈武阿 - の rB汀五 節

隻 ,,:､ lti



.此
山
地
は
ー
裳
井
川
ー
⊥
遠
野
開
溝
札｡J
級
を
鞘
御苑
JfJ
す

る
石
塊
操
状
機
に
よ
っ
て
兼
南
方
よ
-
突
入
せ
ら
れ
ー

そ
の
以
北
の
北
節
と
､
そ
の
以
楓
の
庸
節
亡
に
両
分
せ

ら
れ
る
｡
(
節
五
間
の

1
'
二
塵
照
)

二の椀五第

地 山 隈 武 阿

式 撲 勢 火

山
地
の
北
節
は
南
北
約
八
十
肝
､
幅
平
均
三
十
肝
､

北
に
趣
-
程
幅
を
狭
め
つ
ゝ
南
北
に
延
長
し
'
そ
の
表

両
は
酉
ビ
商
で
次
姉
に
高
-
､
兼
だ
北
ビ
に
高
さ
を
減

す
る
高
原
性
を
帯
び
､
且
つ
極
め
て
特
殊
の
渦
怨
形
の

構
造
が
見
え
る
｡
こ
の
高
原
性
地
域
は
束
に
於
て
は
相

馬
久
之
横
線
で
､
南
に
於
て
は
夏
井
川
舘
で
明
瞭
に
罪

せ
ら
れ
る
が
'
北
に
向
っ
て
は
角
用
盆
地
に
挟
み
下
-

ま
た
西
側
で
は
阿
武
隈
縦
谷
に
接
す
る
が
､
そ
の
境
碁

は
宙
す
る
耕
不
明
瞭
だ
な
る
｡

ま
た
山
地
S
甫
節
は
'
笛
北
凡
そ
九
十
肝
､
幅
卒
均

阿
武
似
山
地
地
形
詐
肺

骨
粁
橘
に
他
-
畳
帽
を

秋
め
で
捕
北
に
延
び
､
そ
の
栗

田
は
北
だ
酉
}J
に
次
第

に
高
-
､
兼
だ
商
に
次
第
に
下

旦
向
原
性
を
尊
び
､
北
節
に
比
し
て
高
さ
も
面
積
も
劣

っ
て
ゐ
る
｡
こ
の
南
節
も
寛
は
上
遠
野
-
肋
州
繰
p
南

は
異
弓
線
､

西
は
黒
川
の
線
で
明
瞭
に
切
ら
れ
る
が
､

北
す
る
に
従
つ
で
そ
の
駐
西
北
三
藤

だ
の
密
界
が
不
明

瞭
に
L･4
る
｡

ま
た
石
城
摂
状
鰭
は
､
金
鰹
と

し
て
莱
南
に
下
り
､

東
商
に
開
い
た
三
角
地
鰭
で
'
そ
の
-
ち
更
に
石
森
､

湯
本
'
上
遠
野
三
位
の
沈
降
置
域
亡
､
二
つ
石
(
湯
撒
)

水
石
(
閲
伽
井
獄
)
補
菱
形
地
愚
空
に
分
れ
､
東
南
に
趣

-
耕
肌
か
な
る
沈
降
置
域
ど
な
･Jn
､
･そ
の
両
側
に
あ
る

山
地
の
南
北
雨
節
を
明
瞭
に
隔
離
す
る
が
､
北
酉
に
趣

-
に
従
っ
て
そ
れ
等
ど
の
界
を
不
明
に
す
る
｡
即
ち
そ

こ
で
は
南
節
の
北
端
､
楳
状
髄
の
先
箱
'
北
節
の
蘭
線

が
骨
蓮
接
し
て
た
ゞ

一
蹴
き
の
高
躍
性
の
地
貌
ど
な
-

酉
に
向
つ
て
阿
武
隈

縦
谷
に
撹
み
下
る
｡

従
っ
て
､
兼
に
よ
っ
吾
北
節
ビ
､
酉
に
移
っ
た
南
都

だ
は
'
そ
れ
等
を
隔

っ
る
梗
状
健
の
突
端
}J
共
に
'
こ

～
で

ー
つ
に
瓶
び
つ
け
ら
れ
'
そ
の
西
側
の
搬
谷
底
だ

藍

芝

】ニ
七



地

紋

節
八
容

も
連
潰
す
る
｡
三
種
相
互
の
境
堺
も
､
.そ
れ
ら
ビ
周
囲

ど
の
境
界
も
､

こ
の
連
結
部
を
去
れ
ば
去
る
程
明
瞭
に

な
る
の
.で
あ
る
〕

こ
れ
等
の
分
離
は
す

べ
て
恐
ら
-
自
重
紀
以
後
に
起

つ
尭
も
の
で
､
大
健
次
の
順
序
で
も
あ
ら
-
か
｡

(
l
)
阿
拭
駅
満
悦

の
陣
地
(必
ず
し
も
始
め
て
の
隙
超
で
な
い
O

多
分
ほ
役
柄
的
隙
超
で
あ
ら
う
)
･･････白
.雅
紀
上
部
双
楽
府
形
成

後
｡

そ
の
加
牧
は
上
也
野
-
助
川
紬
及
び
そ
の
社
長
で
あ
っ
て
'
断
層

■
エ
リ
-
む
し
ス
拙
州
か
｡

そ
の
西
級
は
鯉
川
の
紘
な
ら
む
も
朋
か
で
な
-
､
ま
た
北
部
に
は

逃
総
せ
ぬ
｡

解

式
助

豊
川

三
八

(
二
)

農
期
の
滞
蝕
､
絹
針
希
の
成
婚
.

(
≡
)

阿
武
里
的
岬
の
三
分
｡
-
-
ネ

新
-f
初
期
か
.

淀
神
川
系
断
櫛
純
粋
'
榊
描
久
之
埼
断
層
線
等
の
成
雪

長

川
賢

原
綿
の
税
的
久
は
新
出
称
｡

〔
凹
)

申
新
改
及
び
鮮
新
枕
の
鴫
棟
〉

(
五
)

阿
武
腿
市
原

rS
･現
勢
成
立
O

各
柿
造
軌
の
役
柄
'
舶
山
粥
側
伺
北
線
の
新
盤
に
LIL
t(,北
種
の
米

分
粒
斜
､
(
鉱
山

E
櫛
の
墾

二
紀
銀
塊
恕
之
に
興
る
)

(
六
)

地
組
の
上
昇
韓
｡

X

X

X

X

以
上
は
勿
静
索
肺
の
う
ち
の
東
郷
で
あ
る
｡
こ
れ
私
本
館
の
給
-1
す

る
ま
で
に
ほ
稀
々
の
火
JtJな
訂
正
-
い
ら
う
O

北
欧
特
に
瑞
典
の
磯
鋸

Jヾ其
の
分
布上

清

寅

次

郎

北
欧
諸
国

即
ち
瑞
典
'
諾
威
､
幕
閣
の
譜
鯛
に
は

各
地
に
助
川
が
あ
っ
て
.
教
欧
洲
の
約

一
割
の
嚇
畳
を

亜
澱
す

る
･,J
い
び
ー
現

今
軟
洲
製
鉄
原
料
の

一
割
充
分

～

は
こ
れ
等
の
諮
閲
か
ら
供
給
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
｡
殊
にニ
ス

カ
ソ
デ
ナ
ゲ
ヰ
ア
牛
島
の
北
部
､
瑞
典
.d
詳
成

ど
の
壊

界
附
鑑
は
有
名
な
る
磁
蛾
執
成
の
布
衣
す
る
地
帯
で
あ


