
地

磯

凝
空

巷
聾

窺

昭
和
四
年
六
月

盲

阿
武
隈
山
地
の
倣
石
準
平
原
に
就

い
て

望

月

勝

悔

1p
緒

言

嘗
て
意
地
班
的
考
察
を
能
登
牛
島
の
基
部
地
方
を
中
心
に
行
ひ
た
る
に
際
し
て
'
筆
者
が
懐
疑
的
に
砲
も
過
ぎ
た

の
む
今
に
至
っ
て
帰
戚
す
る
｡
研
究
方
法
上
の
議
論
は
措
い
て
p
そ
の
異
に
近
き
も
の
は
先
蟹
尊
者
の
説
明
中
に
散

見
さ
る
べ
き
を
知
っ
た
｡
以
上
の
如
-
考

へ
つ
～
浅
撃
の
聾
者
は
更
に
多
数
の
難
問
に
菅
田
す
る
｡
此
虎
に
叱
正

を

乞
は
ん
だ
す
る
阿
武
隈
山
地
の
化
石
準
串
原
給
も
其
の

盲

.あ
る
0
啓
で
本
誌
に
記
せ
し
比
の
地
方
に
闘
す
る
拙
稿

は
苗
等
撃
枚
生
徒
の
時
にこ
執
筆
し
た
も
の
で
.
大
き
な
筑
多
-
本
稿

/̂J
矛
盾
L
波
に
恐
庫
に
城

へ
ぬ
次
欝
で
あ
る
.

阿
武
隈
山
地
だ
基
の
尭
緑
地
背
ど
の
地
質
は
我
園
で
最
も
よ
-
研
究
さ
れ
た

.
宜
智
部
博
士
小
港
致
投
の
調
査
さ

れ
し
以
衆
多
-
の
資
重
な
文
献
が
磯
表
さ
れ
'
近
-
は
欠
部
数
授
帝
木
助
教
授
の
地
史
撃
的
綜
倉
が
.
横
山
致
援
に

よ
り
節
三
配
暦
中
の
化
石
の
記
載
が
p
徳
永
数
按
の
主
だ
し
て
層
位
構
造
上
の
綜
令
が
凝
表
さ
れ
化
か
ら
.
此
の
地

方
の
地
形
地
質
に
就
い
て
概
数
の
要
も
班
に
な
い
だ
恩
は
れ
る
｡
文
献
は
徳
永
敢
按
が
詳
細
に
奉
げ
て
屠
ら
れ
る
か

ら
P
此
握
で
は
最
も
主
要
な
も
の
の
み
に
止
め
て
置
-
0

阿
武
似
山
地
の
他
石
嘩
串
原
.1
就

い
て
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常
鮮
米
田
の
地
質

単
桁
四
大
単
組
姿

第

五
淡

昭
和
二
年
｡

二
､準
平

原

の
保
存

阿
武
隈
山
地
に
於
て
所
謂
準
平
原
を
憩
は
せ
る
地
形
は
決
し
て

]
虚
に
凝
達
し
･て
ゐ
る
の
で
は
な
い
｡
其
の
最
も

模
式
的
な
の
は
両
島
膳
石
城
郡
兼
白
川
郡
'
茨
城
膳
多
賀
郡
久
慈
郡
の
祁
交
る
地
方
で
'
低
起
伏
両
が
六
宵
米
よ
-

入
官
光
飴
の
高
さ
に
存
在
す
る
｡
こ
れ
に
次
ぐ
の
は
小
野
新
町
の
南
方
の
四
百
米
乃
至

ハ
盲
犬
の
高
さ
の
騒
嗣
な
起

伏
面
で
あ
ら

う
｡

小
野
新
町
附
妃
に
凍
る
と
此
の
低
い
起
伏
両
の
上
に
'
鞘
々
突
然
的
に
兼
多
の
叫
が
現
は
れ
る
.
大
瀧
根
山

(
一

一
九
二
兼
)
は
そ
の
政
も
著
し
い
も
の
で
附
近
よ
-
約
六
百
米
･JO
抜
出
て
奪
え
'
成
区~
は
兎
も
角
も
地
貌
ほ
直
ち
に

鳥
山
地
形
を
憩
起
さ
せ
る
｡
此
等
の
山
地
が
他
の
部
分
よ
-
侵
蝕
に
勤
し
蔀
賓
墜
政
な
組
織
よ
-
成
る
か
否
か
を
知

Lilね
が
､
平
坦
而
化
に
最
後
迄
域
っ
た
部
分
で
あ
る
｡
椅
山
仙
養
平
等
に
於
て
は
其
の
東
面
も
亦
更
に
古
い
1
の
山



【10
)

蕊
階
を
想
像
さ
せ
る
平
坦
さ
を
豊
し
て
ゐ
る
が
､
延
長
の
甚

だ限
ら
れ
た
部
分
的
な
も
の
で
､
ブ
ル
ク
ー
ペ
ソ
ク
等

に
従
っ
て
大
き
な
意
味
お
経
め
る
こ
と
は
出
衆
ぬ
｡
鳥
山
地
形
は
不
規
則
に
配
置
せ
ら
れ
'
直
接
の
断
簡
的
成
因
の

地
盤
ビ
は
考

へ
ら
れ
す
､
矢
場
-
屯
ナ
ド
ノ
ッ
ク
の
如
き
も
の
ど
恩
は
れ
る
.

以
上
の
如
き
島
朕
山
地
は
小
野
新
町
の
西
な
る
矢
大
臣
山
や
東
方
に
在
る
蓬
田
獄
を
南
限
ビ
し
､
北
す
る
に
駆
っ

て
次
筋
に
多
-
な
っ
て
氷
る
｡
蓬
田
赫
其
の
他
の
如
-
境
界
の
胡
瞭
L･.
の
が
あ
る
が
'
四
周
ど
の
境
が
分
明
で
t･b
い

の
も
多
い
｡
準
平
原
化
の
遊
行
に
つ
れ
て
滑
失
す

べ
か
ら
し
革
よ
-
骨
れ
る
.
常
裏
町
附
近
に
至
れ
ば
斯
か
る
山
地

(n
)

(I
)

は
益
々
多
-
な
っ
て
'
以
北
に
於
で
は
準
平
原
の
文
字
は
用
ふ
べ
き
も
な
い
.
韓
井
撃
士
波
速
教
授
に
依
う
任
意
せ

ら
れ
し
玉
葱
状
の
地
形
は
､
斯
-
の
如
き
山
地
が
群
峯
化
し
て
配
列

し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
､
山
地
の
平
坦
な
部
分

で
な
い
こ
と
を
そ
の
成
因
考
察
上
に
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
.

.
阿
武
隈
山
地
上
の
平
坦
両
は
普
迫
考

へ
ら
れ
る
や
う
に
'
相
皆
の
期
間
海
上
に
露
出
し
流
水
の
侵
蝕
を
蒙
っ
た
こ

と
は
疑
ひ
な
か
ら
-
｡
今
iJZ
此
の
山
地
ビ
低
地
と
は
明
瞭
な
地
形
的
境
界
で
糾
さ
れ
て
ゐ
る
が
'
其
の
堤
界
上
に

1

の
侵
蝕
の
基
準
を
考

へ
る
こ
さ
は
出
水
ぬ
｡
此
の
平
坦
面
が
原
初
の
も
の
か
終
生
か
は
諭
せ
ぬ
が
'
模
式
的
な
終
生

で
は
勿
論
な
か
ら
う
L
t
此
の
論
で
は
非
に
平
坦
化
が
陸
上
で
行
は
れ
る
結
果
な
る
を
問
題
ビ
L
t
先
づ
次
章
で
地

形
的
場
罪
を
'
次
に
其
の
成
立
の
意
義
を
翰
じ
ゃ

う
.

三
ー
地
形

上

の
堺

界

阿
武
隈
山
地
の
周
縁
の
地
形
的
笹
界
は
四
線
の

1
部
を
除
け
ば
概
し
て
明
瞭
笠
石
ひ
得
る
｡
西
縁
の
北
部
で
は
境

阿
武
殿
山
地
の
他
石
鞘
平
原
に
就
い
て

ゴ究

三
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丁
聴

解
六
蚊

MOO

四

が
な
い
が
p
石
川
町
附
近
よ
-
梢
々
瓶
は
れ
棚
倉
町
の
兼
で
は
断
層
崖
を
憩
は
せ
る
｡
そ
れ
以
商
は
地
形
的
に
は
盟

川
の
谷
を
軽
だ
し
､
数
保
の
第
三
紀
静
安
山
岩
等
よ
-
成
る
山
地
を
隔
て
～
蕗
に
八
潅
山
脈

だ
封
畔
し
て
ゐ
る
.

兼
縁
は
北
方
に
て
概
し
て
措
著
に
.
中
央
部
に
て
複
離
し
.
箇
方
は
厩
曲
の
形
式
で
表
は
さ
れ
る
.
福
島
堀
相
馬

(.J;)

郡
双
尭
郡
地
方
の
境
鼻
の
斜
面
は
略
北
十
度
酉
の
方
向
を
保
ち
て
久

ノ
薦
岩
沼
断
層
だ

一
致
し
､
於
ケ
岡
炭
坑
附
妃

(c,)

で
北
二
十
五
度
兼
に
晒
じ
.
且
上
記
断
簡
だ
別
れ
て
尊
下
高
倉
山
脱
ど
な
る
｡
此
の
頃
界
線
は
入
萱
の
近
-
に
至
っ

て
四
倉
断
簡
に
切
断
さ
れ
る
｡
以
上
の
痘
罪
は
頗
る
明
暗
で
.
於
ケ
問
以
北
は
断
層
崖
で
あ

り
.
以
南
は
地
形
的
に

は
蚤
-
同

一
な
る
に
拘
ら
す
白
票
紀
暦
が
劉
両
に
そ
の
基
底
部
を
の
せ
掛
け
て
ゐ
る
｡
然
し
徳
永
先
産
も
こ
れ
が
構

造
線
に
負
ふ
こ
d̂
を
認
め
ら
れ
た
.
本
論
中
で
は
記
述
を
簡
軍
に
す
る
籍
に
七
枚
ケ
岡
以
北
を
双
発
断
層
頗
'
そ
の

構
造
的
延
長
を
双
尭
断
層
'
そ
の
西
方

の
地
形
的
境
界
を
双
葉
擁
曲
崖
､
雨
着

ビ
四
倉
断
暦
亡
に
決
れ
た
部
分
を
朔
真

ブ

ロ
ッ
ク
ビ
栴
す
る
｡
双
尭
断
層
は
徳
永

母

数
接
の
双
発
擁
曲
断
暦
で
､
幅
十
町
に

(.:=)

亘
る
複
雑
t･Jb大
轡
動
背
で
賓
に

S
ys･

te
n

o
f
fa
u
lts
and

flex
u
res
}J
L
で

稔
明
さ
れ
る
｡

双
来
換
曲
崖
を
切
る
四
食
断
簡
即
ち



I;-)
夏
井
川
上
洗
構
造
線
も
地
坪
的
境
界
を
な
し
､
更
に
徳
永
致
接
の
克
酉
構
造
線
だ
し
て
下
記
だ
略
々
卒
行
に
閑
伽
井

藤
断
層
崖
(
好
関
川
上
流
構
造
線
)上
遠
野
断
簡
崖
(
入
違
野
田
場
奴
構
造
線
)
が
あ
る
｡
先
生
の
御
調
査
に
依
れ
ば
好

間
川
流
域
で
は
前
低
固
迄
育
期
岩
層
が
露
出
し
'
其
の
背
後
に
斑
党
合
戸
構
造
線
だ
さ
れ
L

I
の
断
簡
崖
が
襲
え
て

ゐ
る
｡
高
野
元
湯
よ
り
成
韓
に
か
け
て
p
及
び
水
石
山
の
兼
並
に
北
龍
は
境
界
精
々
顕
は
る
～
も
'
そ
の
北
方
は
笛

三
配
静
基
底
の
石
地
闇
堆
積
時
の
視
郁
L･4
状
況
だ
其
の
後
の
擁
曲
等
の
塵
動
に
依
っ
て
'
常
磐
炭
田
地
方
ビ
し
て
比

較
的
珍
ら
し
-
複
難
な
地
形
上
地
質
上
の
境
界
が
決
定
さ
れ
て
ゐ
る
O

上
遠
野
断
簡
崖
以
南
久
義
町
にこ
至
る
迄
は
傾
斜
の
綬
な
斜
面
で
.
大
牢
で
は
有
期
岩
静
の
兼
に
石
城
闇
浅
見
暦
白

坂
圏
等
が
聴
達
し
'
豊
浦
町
附
近
か
ら
は
乾
に
若
い
多
食
暦
が
･目
地
ビ
按
す
る
0
断
層
尾
で
は
な
い
が
境
界
は
明
瞭

で
p
徳
永
致
授
は
第
三
紀
層
地
西
繰
附
近
に
嘗
て
川
上
高
山
構
造
線
が
在
っ
て
､
今
日
の
賃
界
よ
り
班
分
兼
方
に
断

層
崖
が
あ
っ
た
の
で
あ
ら
-
ビ
鞄
明
さ
れ
た
｡

以
上
の
周
練
の
地
形
は
阿
武
隈
山
地
の
新
し
い
時
代
に
於
け
る
稗
位
の
結
苑
ビ
す
る
｡
翻

っ
て
阿
武
隈
川
地
上
の

平
地
L･苗

は
大
略
三
分
さ
れ
る
｡
箪
二
間
の
A
は
政
も
よ
-
保
春
さ
れ
紘
部
分
で
､
小
野
新
町
附
近
に
向
つ
て
低
-

な
る
が
p
本
質
的
の
相
違
は
見
出
さ
れ
な
い
｡
そ
れ
を
斯
-
分
け
た
運
動
を
周
縁
部
の
そ
れ
だ
相
摘
せ
し
め
る
の
が

最
も
プ
ロ
バ
ブ
芸

あ
ら
う
｡
A
の
比
較
的
高
-
且
良
好
に
保
存
さ
れ
た
部
分
は
北
し
て
上
遠
野
断
腎

等

tL
l)遠
野

構
造
線
の
影
響
で
低
-
堤
-
'
再
び
B
の
隆
起
部
だ
な
る
.
此
の
間
に
は
鮫
川
が
流
れ
て
ゐ
る
が
､
峡
谷
を
L･4
し
て
作

間

へ
の
影
響
は
比
較
的
少
-
.
革
ろ
此
の
婁
動
に
依
っ
て
位
置
を
決
定
さ
れ
た
ら
し
い
｡
閑
伽
井
赦
断
暦
は
大
な
ち

影
響
を
為
さ
ぬ
が
.
四
倉
断
層
は
B
E
C

ど
の
頃
界
を
著
し
-
明
瞭
だ
し
た
｡
夏
井
川
構
造
線
の
延
長
･jJ
し
て
静
め

阿
拭
限
川
地
の
化
石
畔
中
原
に
就

い
て

田

望

五
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甘牌
n

ら
れ
た
の
は
波
速
致
授
で
あ
ら
-
.
此
の
塵
動
に
依
る
夏
井
川
の
侵
蝕
の
枝
折
が
小
野
新
町
の
蓬
か
手
前
で
止
ま
る

に
反
し
p
低
地
は
史
に
伸
び
て
大
瀧
取
川
ど
の
分
水
界
は
甚

だ不
明
で
あ
る
｡

夏
井
川
好
関
川
等
は
楽
団
性
断
層
崖
下
よ
･Jl
山
地
甲

へ
.
又
い
-
ら
か
不
明
瞭
な
闘
係
で
入
違
野
川
鮫
川
等
が
切

込
ん
で
ゐ
る
｡
此
等
の
周
縁
の
新
鳴
位
に
仲
ふ
侵
蝕
復
活
の
極
限
は
'
多
-
の
川
で
は
不
明
瞭
で
あ
る
が
.
高
瀬
川

木
月
川
夏
井
川
等
で
は
珊
々
明
か
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
｡
木
月
川
に
於
て
は
荻
塚
山
の
琴

二
宵
米
飴
の
高
さ
に
最
後
の

断
層
埴
位
前
の
段
丘
状
地
形
が
ご
-
僅
少
乍
ら
保
存
さ
れ
､
且
断
簡
崖
の
近
-
に
舷
入
蛇
行
の
遺
物
空

不
し
て
ゐ
る
｡

此
等
は
山
地
隆
起
前
の
地
形
を
暗
示
す
る
･4
'の
îJ
し
て
等
閑
硯
山
武
ぬ
｡

四
､
堺

界

の

意

義

上
越
の
紋
別
が
地
史
撃
的
に
無
意
義
で
な
い
癌
に
は
､
第
三
紀
厨
堆
積
の
状
況
を

1
瞥
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
特
に
阿

武
隈
山
地
に
於
て
そ
の
重
要
L･.
る
ほ
'
矢
部
致
授
常
木
助
致
授
鶴
永
致
接
の
潰
重
な
る
結
論
の
充
分
に
示
す
鷹
で
め

る
○山

地
上
の
平
坦
両
成
立
に
興
る
基
準
を
斜
両
の
上
限
に
謝
め
る
革
は
出
兼
ね
串

だ'
我
閥
に
於
け
る
侵
蝕
作
用
の

(,.e)

(14
T

激

烈

な
る
は
敢
て

ル

エ

ラ
ン
氏
の
任
意
を
供
花
や
し
て
知
る
彪
な
れ
ば
p
下

部

セ
ノ
ニ
ア
ン
又
は
石
城
統
以
前
に
存

在
し
た
る
断
層
崖
が
其
の
蟻
麗
し
い
姿
に
保
存
さ
れ
ま
い
里

方
ふ
二
つ
の
班
由
が
'
以
上
の
地
形
上
の
境
界
を
よ
り

新
時
代
の
成
立
ビ
考

へ
さ
せ
る
｡
此
の
革
は
矢
部
致
授
背
水
助
教
授
の
牲
渡
さ
れ
し
如
し

暦
位
及
び
構
造
上
の
革

質
に
封
し
て
説
明
が
頗
る
難
し
い
の
で
'
次
tこ
託
す
も
の
一が
相
常
の
債
倍
有

-
や
否
や
'
聾
者
自
身
も
畳
兼
な
-
E
･3

阿
武
幽
山
地
の
他
石
碑
平
原
に
就
い
て

･M
O

･LS]

七



地

球

弟
十

t
怨

弟
六
班

田0
桝

ひ
尊

一
高
敦
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
｡

準
平
原
成
立
前
の
地
史
は
別
の
方
法
に
依
ら
L･i
け
れ
ば
金
-
わ
か
ら
な
い
｡
或
時
期
に
於
て
此
の
地
方
は
朝
歯
の

期
間
陸
上
に
露
ほ
れ
て
侵
蝕
作
用
は
平
坦
化
に
導
い
た
｡
最
後
に
担
動
を
被
っ
て
平
坦
両
は
高
低
を
鐘
じ
､
周
縁
の

大
部
分
に
は
剖
然
た
る
地
形
的
境
界
を
生
じ
p
川
は
侵
蝕
を
復
活
し
て
平
坦
再
も
少
か
ら
す
不
明
瞭
だ
な
っ
た
｡
此

の
躍
動
が
平
坦
化
作
用
以
後
政
初
に
し
て
最
終
の

一
E
は
考

へ
ね
が
.
平
坦
牡
だ
捷
動
}J
今
日
ど
の
間
に
そ
れ
を
不

(I.3)

明
だ
さ
せ
る
都
塵
は
起
ら
L･B
か
っ
た
｡
我
閉
ざ
同
様
な
地
帯
上
に
在
る
新
簡
閲
に
於
で
'
カ
ツ
ト
ン
は
準
卒
原
状
地

形
を

F
.ssit
erosion
surface
と
し
､
堅
い
岩
石
の
古
い
準
平
原
が
布
し
そ
の
上
に
若
-
歌
い
地
層
が
堆
積
L
t
高

所
に
頼
政
し
て
か
ら
後
者
の
み
剥
奪
さ
れ
て
以
前
の
面
が
再
び
露
は
れ
た
だ
し
た
｡
小
地
域
で
は
兎
も
角
､
鼎
皆
な

範
囲
に
亘
っ
て
か
-
の
如
-
巧
み
に
薄
遇
す
る
七
ビ
は
考

へ
難
い
｡
隆
起
が
表
層
の
厚
さ
に
近
け
れ
ぼ
都
合
よ
-
露

は
れ
る
革
も
有
ら

う
｡
然
し
低
い
位
置
で
あ
る
か
ら
'
軍
歴
の
隆
起
を
私
め
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡

常
磐
泉
田
の
最
下
部
を
な
す
下
部
セ
ノ
こ
ア
ン
暦
以
凍
.
其
の
西
方
に
陸
地
が
存
在
せ
し
な
ら
ん
と
は
諸
聾
者
の

(.i
)

略
々

l
致
し
た
意
見
で
あ
る
｡
渡
遊
撃
士
の
常
時
の
古
拙
糊
的
状
況
の
記
載
は
吾
人
の
多
大
の
興
味
を
そ
～
る
｡
こ

れ
ら
を
綜
各
し
て
考

へ
る
E
.
免
田
地
方
の
淀
源
期
に
際
し
て
現
時
の
阿
武
隈
山
地
の
部
分
は
少
-
ど
も

一
部
位
は

陸
地
L･i
-
L
が
如
-
､
叉
そ
の
淀
海
が
断
層
崖
の
如
き
も
の
に
局
限
さ
れ
た
事
も
多
-
の
撃
者
の
殆
'rp

i
致
し
た
意

見
で
あ
る
｡
徳
永
致
接
は
其
の
時
に
双
発

ブ
ロ
ッ
ク
も

陸
地
だ
し
て
残
り
屠
た
る
L･{
ら
ん
ビ
託
さ
れ
た
｡
此
等
に
封

し
て
挟
む

可
き
何
物
も
持
た
ぬ
し
.
叉
諸
撃
者
の
構
造
線
の
復
活
笠
.fEふ
言
葉
に
包
含
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
-
那

其
の
断
層
崖

の
如
き
も
の
は
.
今
日
番
人
の
甫
接
し
得
る
周
縁
の
地
貌
そ
の
も
の
に
封
し
て
明
ら
か
に
別
者
で
は
徳
-



か
る
う
か
｡

諸
費
者
の
説
明
よ
り
想
像
し
て
恐
ら
-
第
三
紀
の
浸
海
に
は
酉
方
に
局
限
が
有
っ
た
ら
-
｡
そ
の
堆
積
範
囲
は
直

接
本
論
に
開
係
な
け
れ
ば
省
略
す
る
が
'
浸
海
が
常
に
周
縁
に
止
ら
ず
､

一
部
叉
は
金
部
山
地
上
を
筏
っ
て
も
､
周

縁
第
三
紀
暦
中
の
大
不
整
合
叉
は
堕
海
相
の
或
者
を
避
揮
す
る
事
に
依
っ
て
､
山
地
の
平
坦
化
さ
れ
た
時
代
を
考

へ

る
轟
が
出
凍
る
｡
登
飴
陸
地
に
止
っ
た
ビ
す
る
も
平
坦
化
に
は
自
望
配
以
後
の
時
間
の
滑
稽
は
必
要
な
ら
や
.
主
な

('.;)

作
用
は
其
の
後
方
の

t
部
に
行
は
れ
た
だ
し
て
よ
い
｡
九
州
及
び
申
開
地
方
に
放

て

矢

部

教
授
が
記
さ
れ
'
且
此
の

(L3)
川
地
に
て
も
そ
の
蓋
飴
性
を
増
さ
れ
た
瑞
穂
統
以
後
ど
も
考

へ
ら
れ
な
-
は
な
い
｡
斯
-
し
て
も
構
造
線
の
復
活
を

静
め
る
こ
亡
に
依
っ
て
.
双
発

ブ
ロ
ッ
ク
を
除
け
ば
説
明
上
に
大
困
難
は
戚
じ
な
い
｡

(cT.)

準
平
原
の
成
立
前
後
を
通
じ
て
塵
動
は
西
部
隆
適
性
の
教
現
で
'
其
の
着
き
数
回
の
麹
動
に
常
っ
て
稗
位
は
双
発

断
層
に
滑
子

布
は
れ
,
即

発

ブ

｡
ッ
ク
は

山
地
膿
に
屈
し
て
ゐ
化
｡
双
発
断
簡
の
数
回
の
活
動
後
,
そ
の
地
形
的

特
徴
も
失
っ
て
か
ら
.

ブ

ロ
ッ
ク
は
山
地
鰭
よ
り
落
伍
し
て
低
地
部
に
加
は
つ
た
｡
此
の
際
に
生
じ
た
の
が
双
発
焼

灼
崖
で
白
壁
紀
静
が
斜
面
に
の
り
か
～
も
､
同
時
の
成
立
の
北
方
に
於
け
る
断
簡
崖
だ
共
にこ
地
形
上
の
周
縁
を
こ
の

部
分
で
も
量
し
て
ゐ
る
｡
此
の
際
にこ
白
壁
配
暦
の
分
布
範
囲
が
挽
曲
崖
に

一
致
し
て
ゐ
る
の
が

1
寸
問
題
で
あ
る
｡

(5
)(リ
)

白
票
紀
暦
堆
積
時
に
此
鵜
に
斜
面
が
先
取

り
布
し
て
渡
海
に
局
限
を
加

へ
た
か
､
或
は
山
地
上
に
連
続
す

べ
き
地
膚

が
剥
奪
さ
れ
て
了
つ
た
か
で
あ
ら
-
｡
前
者
を
疎
ら
ば
今
日
の
擁
曲
崖
が
古
い
構
造
線
の
復
活
を
焼
山
の
形
式
で
襲

用
し
た
こ
と
に
な
り
.
後
者
を
揺
ら
ば
原
初
準
平
原
だ
し

て
此
の
地
貌
が
徐
々
叉
は
周
期
的
に
生
じ
た
ど
す

ペ
-
､

路
銀
に
近
い
も
の
と
し
で
も
盤
つ
か
の
説
明
を
選
揮
L
程
る
｡

阿
武
駁
山
地
の
化
石
畔
平
原
に
就
い
て

四

孟
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節
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依

田
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T
O

今
日
見
ら
れ
る
周
縁
の
地
形
同
様
の
も
の
が
泡
か
古
い
時
代
に
も
存
在
し
た
ど
し
て
も
.
吾
人
の
今
日
再
接
し
有

る
も
の
は
其
の
幾
代
か
の
徳
育
ビ
す
る
一こ
亡
を
述

べ
た
｡

翫
磐
炭
田
空

転

最
新
暦
沈
積
の
彼
義
磐
の
官
惣

憲

の

断
裂
だ
典
に
､
穐
横
菰
那
花
侶
麗
断
裂
を
為
し
た
｡
此
の
中
の
大
断
層
は
阿
武
隈
山
地
中
に
追
跡
さ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
.
然
し
第
三
紀
層
中
の
断
層
は
地
形
上
の
意
味
を
殆
ぎ
有
し
な
い
の
で
あ
っ
て
'
地
質
的
相
違
以
上
に
こ
の
事

は
時
間
的
相
違
を
考

へ
さ
せ
る
｡
即
ち
山
地
の
隆
起
的
運
動
の
潜
し
き
も
の
が
瑞
穂
統
以
後
に
起
っ
た
の
で
あ
る
｡

山
地
の
古
い
時
代
の
状
態
を
知
る
の
は
至
難
で
.
た
ど

へ
古
流
陸
地
で
あ
っ
た
k
)し
て
も
.
そ
れ
は
今
日
の
そ
れ
ど

は
恐
ら
-
蚤
-
別
者
で
.
兼
北
口
本
地
鰭
構
造
上
の
大
軍
位
を
L･1
す
阿
武
隈
山
地
は
､
飴
程
新
し
い
時
代
に
生
じ
た

の
で
は
な
か
ら
-
か
.五

､
八
溝

山

脈

雑

観

(18
)

八
柿
山
脈
だ
は
八
播
山
よ
-
筑
波
山
に
連

-
那
須
野
の
東
方
を
擁
し

那
珂
川
久
慈
川
の
三

流
に
挟
る

山
脈
で
あ

る
｡
育
苗
分
の

1
帝
閑
地
質
問
説
明
藩
に
は

｢
筑
洗
入
港
譜
山
脈
あ

わ
'
其
の
北
東
に
阿
武
隈
山
系
あ
-
-
多
嚢
山

脈
は
酉
に
久
慈
川
の
澗
谷
を
隔
て
ゝ
八
漕
鷲
の
子
山
脈
(1J
封
略
す
｣
だ
記
さ
れ
､
小
川
教
授
は
円
本
群
島
地
質
構
造

論
に
於
て

｢
越
後
山
脈
ビ
呼
ぽ
ん
だ
す
る
も
の
は
那
珂
川
鬼
怒
川
の
流
る
～
平
野
を
隔
て
～
其
の
東
園
に
時
宜
せ
る

入
講
鷲
の
子
筑
波
の
渚
山
脈
に
射
す
｣
だ
さ
れ
た
｡
此
等
の
記
事
は
此
の
山
脈
が
横
谷
の
馬
に
切
れ
て
ゐ
る
か
ら
各

山
塊
を
猫
立
的
仁
兄
ん
ゼ
す
る
も
の
で
あ
る
｡
又
阿
武
隈
山
脈
は
筑
波

に韮
-
亡
か
多
賀
山
脈
は
筑
級
だ
連
絡
す
等

の
記
事
が
上
組
や
浦
島
固
幅
説
明
沓
等
に
見
ら
れ
る
の
は
p
構
造
論
的
の
改
明
だ
見
ら
れ
る
｡
こ
れ
に
射
し
て
久
慈



川
を
北
上
川
阿
武
隈
川
だ
並
稲
守

べ
き
意
味
に
認
め
ら
れ
た
学
者
も
あ
る
｡
大
塚
博
士
は
賓
蓮
川
間
隔
説
明
替
中
で

ト
リ

コ

入
溝
鷺
の
子
山
脈
は

｢
其
の
構
造
を
地
撃
よ
-
見
る
も

l
の
趣
綿
た
る
山
脈
｣
だ
さ
れ
た
｡
而

し
て
郵
珂
川
を
隔
て

し
俳
頂
山
筑
波
山
等
も
同
様
に
包
含
さ
れ
る
｡

ほ
r<

j]

此
等
の
固
々
E
L
化
見
離
は
此
の
山
脈
が
横
谷
の
喬
に
入
構
.
鷲
の
子
'
俳
頂
､
筑
波
等
の
諸
山
塊
に
分
た
れ
て

ゐ
る
の
に
因
る
｡
八
溝
山
塊
が
其
の
名
の
如
-
八
方
よ

-
侵
蝕
を
受
け
つ
～
あ
る
南
に
は
押
川
武
茂
川
の
谷
が
あ

ゎ
.

鷲
の
子
山
塊
は
低
-
釈
-
四
五

〇
米
轟
の
鷲
の
子
山
八
東
山
等
の
布
す
る
の
み
｡
常
に
南
に
行
け
ば
有
産
暦
に
接
し

て
新
嘗
二
群
の
第
三
紀
層
よ
-
成
る
丘
卑
ど
な
-
､
終
に
那
珂
川
に
蓮
す
る
｡
此
の
川
以
南
は
備
頂
･･,;
塊
だ
揮
せ
ん

ピ
す
る
も
の
で
､
商
船
に
高
雄
両
港
山
等
を
連
ね
､

一
の
傾
斜
地
塊
ら
し
い
｡
笠
間
の
谷
を
隔
て
～
筑
波
山
塊
だ
種

す

べ
き
も
の
は
.
柿
岡
盆
地
の
為
に
孤
立
に
近
い
謬
山
ど
な
っ
て
ゐ
る
｡

要
す
る
に
入
溝
山
脈
は
古
生
暦
花
園
岩
等
よ
-
皮

-
'
阿
武
隈
山
地
ど
も
地
質
地
貌
上
本
贋
的
相
連
の
有
る
も
の

で
は
な
-
'
両
者
間
の
第
三
紀
層
安
山
岩
等
よ
り
成
る
地
方
が
時
々
平
行
の
山
稜
を
為
し
て
ト
ポ
グ
ラ
七
カ
ル
に
按

潰
せ
る

1
万
の
革
薯
YJ
.
久
慈
川
を
重
婁
硯
せ
ん
だ
す
る
間
に
矛
盾
を
生
じ
て
ゐ
先
の
で
あ
る
｡
山
脈
及
び
伺
閣
の

地
質
に
就
い
て
寡
聞
の
筆
者
は
知
る
塵
が
極
め
て
少
い
｡
ナ
ト
ホ
ル
ス
ト
の
上
金
程
産
の
植
物
化
石
の
記
載
､
袋
田

況
泉
調
査
報
文
p
甑
庄
暦
及
び
第
三
紀
暦
中
の
僅
な
る
化
石
産
地
の
存
在
等
を
兼
大
保
存
卒
業
進
級
論
文
其
の
他
に

で
知
る
に
止
る
｡

リ
ヒ
ト
ホ
ー
プ
ェγ

の
流
を
汲
め
ば
此
の
山
脈
も

1
の

M
erid
io
n
ai
eiem
en
t

だ
す
れ
ば
'
久

慈
川
谷
の
地
質
調
査
は
阿
武
隈
山
脈
E
の
関
係
に
於
て
緊
要
で
あ
ら
-
0

(川
)

八
溝
川
脈
は
兼
北
日
本
の
脊
稜
ビ
は
那
須
野
ビ
鬼
怒
川
低
地
ビ
で
堕
さ
れ
'
阿
武
隈
山
地
の
周
株
の

1
部
に
見
ら

阿
純
限
山
地
の
他
石
碑
中
節
.1
就

い
て

四

宅
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t
こ

れ
北
東
酉
性
構
造
線
の
如
き
も
の
の
渇
に
､
此
れ
よ
り
小
き
山
脈
は
終
に
小
山
魂
に
分
裂
し
て
山
脈
だ
し
て
は
著
し

-
堤
-
な
っ
て
了
つ
た
｡
鷲

の子
山
塊
の
東
北
隅
ビ
傭
償
山
塊
の
両
袖
だ
は
断
層
崖
の
如
-
'
多
-
の
横
谷
に
は
第

三
紀
層
が
教
壇
し
て
ゐ
る
｡
那
珂
川
横
谷
の
成
因
に
就
い
て
は
'
鬼
怒
川

どの
分
水
界
の
地
形
や
'
茂
木
長
倉
地
方

の
古
生
暦
節
三
配
暦
安
山
岩
等
の
山
上
の
ロ
ー
ム
軽
石
腎
の
存
在
が
､
先
行
性
や
安
産
等
の
興
味
あ
る
問
題
を
提
供

し
て
ゐ
る
〇

六
､
緒

論

阿
武
隈
山
地
周
縁
の
断
層
崖
其
の
他
の
地
形
は
山
地
の
最
後
の
樽
位
を
意
味
す
る
｡
恐
ら
-
薗
構
造
線
の
復
活
で

あ
ら
-
が
も
褐
期
の
活
動
は
地
貌
上
に
著
し
-
現
は
れ
で
ゐ
な
い
｡
双
葉
擁
曲
崖
も
そ
の
敢
後
の
も
の
の
表
現
で
.

度
々
の
樫
動
に
際
し
て
は
双
葉
断
層
に
滑
っ
て
行
は
れ
て
ゐ
た
も
の
が
'
最
終
の
叉
は
そ
れ
に
近
い
擁
曲
の
際
に
山

地
髄
よ
-
辞
任
し
た
｡
撹
曲
の
地
鮎
も
恐
ら
-
古
い
構
造
線
で
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
｡

双
葉

ブ
ロ
ッ
ク

の
自
重
紀
暦
.
石
城
暦
其
の
他
の
海
淀
も
大
股
今
H
の
範
園
に
行
ほ
れ
た
の
か
も
知
れ
L･i
い
｡
そ

し
て
其
の
極
限
も
捉
衣
の
故
の
如
-
断
層
崖
状
の
も
の
の
存
在
に
起
因
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
そ
れ
は
今
日
地
形

上
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
-
て
p
今
日
の
は
そ
の
後
蘭
で
あ
る
｡
地
形
的
境
鼻
を
作
-
し
大
担
動
以
前
の
陸
地
は
､

今
日
の
阿
武
隈
山
地
ビ
栴
す

べ
き
も
の
で
は
な
か
ら
-
.
自
望
配
及
び
第
三
紀
層
地
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罫
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海
岸
平
野
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寧
ろ
古
海
捧
平
野
に
近
い
｡
然
し
昔
時
も
海
岸
な

-
し
疑
が
有
る
｡
阿
武
隈
の
準
平
原
成
立
の
時
代
は
九

州
中
紺
の
ビ
同

一
に
論
す
る
可
能
性
が
あ
る
｡
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さ
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｡
然
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近
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小
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著
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