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大
海
の
磯
も
と
ゞ
ろ
に
よ
す
る
波

わ
れ
て
く
だ
け
て
裂
け
て
散
る
か
も

　
三
十
代
の
頃
だ
っ
た
が
、
伊
豆
半
島
の
た

ぶ
ん
城
ケ
崎
海
岸
と
い
う
と
こ
ろ
五
、
六
人

の
仲
間
た
ち
と
歩
い
て
い
た
。
屏
風
の
よ
う

に
切
り
立
っ
た
岸
壁
は
そ
の
裾
に
大
小
の
岩

を
配
し
て
、
寄
せ
る
波
の
か
た
ち
も
さ
ま
ざ

ま
に
変
化
し
て
飽
き
さ
せ
な
い
が
、
崖
の
一

部
が
大
き
く
陸
へ
切
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
が
あ

っ
て
、
急
に
狭
い
谷
間
に
入
り
込
む
た
め
か

波
が
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
盛
り
上
が
り
、
そ

の
勢
い
で
崖
に
激
突
す
る
波
の
、
大
き
な
地

響
き
と
と
も
に
発
す
る
し
ぶ
き
が
一
〇
メ
ー

ト
ル
は
越
え
よ
う
か
と
い
う
ほ
ど
に
飛
び
上

が
る
と
い
う
壮
観
だ
っ
た
。

　
雑
談
し
な
が
ら
歩
い
て
き
て
、
突
然
こ
ん

な
光
景
に
ぶ
つ
か
っ
た
我
々
は
み
な
動
け
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
し
て
、
地
響
き

を
腹
に
感
じ
な
が
ら
波
の
動
き
に
見
入
り
、

立
ち
尽
く
し
て
、
そ
の
間
誰
も
こ
と
ば
を
発

し
な
か
っ
た
。
ず
い
ぶ
ん
長
い
間
の
よ
う
に

思
わ
れ
た
が
、
測
っ
て
み
れ
ば
三
、
四
分
の

こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
る
で
呪
縛

が
解
け
た
よ
う
に
再
び
歩
き
始
め
た
が
、
そ

の
と
き
誰
か
が
、「
大
海
の
磯
も
と
ゞ
ろ
に
、

だ
っ
た
な
あ
」
と
言
い
だ
し
て
、
今
度
は
一

転
、
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
皆
饒
舌
に
な
っ
た
。

　
私
事
を
書
い
た
が
、
こ
れ
は
、「
大
海
の
」

の
一
首
を
前
に
す
る
と
必
ず
思
い
出
す
私
の

な
か
の
原
風
景
の
一
つ
な
の
だ
。
壮
大
な
怒

涛
の
前
に
立
っ
た
我
々
は
こ
と
ば
を
失
っ
て

立
ち
尽
く
し
た
が
、
そ
の
と
き
の
心
の
状
態

を
強
い
て
言
え
ば
茫
然
、
あ
る
い
は
無
念
無

想
、
た
だ
た
だ
大
き
な
自
然
の
力
に
圧
倒
さ

れ
、
撃
た
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

か
。
た
だ
、
そ
う
し
た
自
分
が
決
し
て
不
快

で
も
不
安
で
も
な
か
っ
た
こ
と
も
間
違
い
な

い
。
そ
の
忘
我
の
よ
う
な
、
し
か
し
感
動
で

い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
状
態
か
ら
今
あ
ら
た
め
て

一
首
の
歌
を
詠
む
と
想
像
す
る
と
、
仲
間
の

一
人
が
思
い
出
し
て
い
た
ら
し
い
よ
う
に
、

自
分
の
こ
と
は
か
け
ら
も
言
っ
て
い
な
い
、

た
だ
た
だ
荒
々
し
い
海
の
こ
と
だ
け
を
言
っ

て
い
る
「
大
海
の
」
が
一
番
す
っ
き
り
と
入

っ
て
く
る
。
我
々
が
こ
と
ば
を
失
っ
た
あ
の

瞬
間
を
最
も
的
確
に
表
現
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

　
「
大
海
の
」
は
実
朝
の
代
表
作
の
一
つ
だ

か
ら
た
く
さ
ん
の
人
が
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を

言
っ
て
い
る
が
、
こ
ん
な
思
い
の
あ
る
私
に

は
や
は
り
茂
吉
の
読
み
方
が
最
も
素
直
に
入

っ
て
く
る
。
茂
吉
は
こ
の
歌
が
た
い
そ
う
お

気
に
入
り
で
、『
金
槐
集
私
鈔
』
で
は
叙
景
歌

の
絶
品
だ
と
称
賛
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、

そ
の
叙
景
の
質
に
つ
い
て
彼
流
の
「
実
相
観

入
」
写
生
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
要
点
は

こ
ん
な
と
こ
ろ
に
尽
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
歌
は
自
然
顕
象
が
内
包
的
に
単
純

に
さ
な
が
ら
に
表
現
さ
れ
、
そ
れ
と
同
化

し
高
潮
に
達
し
た
作
者
内
心
の
動
揺
が
、
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実
朝
断
想

彷
彿
と
し
て
表
は
れ
て
ゐ
る
点
に
於
て
偉

大
な
力
を
有
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
自
然
の
捉
え
か
た
描
き
か
た

が
、
単
純
な
こ
と
ば
遣
い
の
な
か
に
も
的
確

充
分
に
実
現
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の

光
景
の
な
か
に
「
作
者
内
心
の
動
揺
」
も
確

実
に
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
独

特
な
造
語
の
多
い
茂
吉
文
だ
が
、他
に
も
「
内

的
節リ
ズ
ム奏

が
相
共
鳴
し
相
抱
化
融
合
す
る
」
と

か
、「
叙
景
歌
に
性
命
が
あ
り
」「
天
然
の
本

質
に
接
融
す
る
」、「
真
の
天
然
の
無
常
相
に

観
入
し
た
こ
の
歌
」
等
々
の
こ
と
ば
も
あ
る
。

　
茂
吉
も
書
い
て
い
る
よ
う
に
こ
の
一
首
も

従
来
は
そ
の
叙
景
、
写
生
の
巧
み
さ
ば
か
り

が
言
わ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
て
こ
の
歌
の
本

歌
や
類
歌
探
し
、
そ
の
議
論
な
ど
に
忙
し
か

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
歌
の
独
創
性
を
強

調
し
た
正
岡
子
規
の
流
れ
を
く
む
茂
吉
は
、

そ
こ
に
作
者
の
「
性
命
」
や
「
内
心
の
動
揺
」

を
見
た
わ
け
だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
歌
は
描

か
れ
た
景
色
か
ら
描
い
た
人
の
心
も
読
む
と

こ
ろ
ま
で
進
ん
だ
の
だ
が
、た
だ
、そ
の
「
内

心
」
の
内
容
に
ま
で
は
立
ち
入
ろ
う
と
は
し

な
か
っ
た
。
彼
に
は
、
鎌
倉
右
大
臣
の
運
命

や
苦
悩
な
ど
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ

と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
こ
へ
、
茂
吉
が
省
略
し
た
そ
の
「
内
心
」

を
「
彼
の
心
の
嵐
の
形
」
だ
と
、
一
歩
踏
み

込
ん
で
言
っ
た
の
が
小
林
秀
雄
だ
っ
た
。「
青

年
の
殆
ど
生
理
的
だ
と
言
い
た
い
様
な
憂

悶
」、「
自
分
の
不
幸
を
非
常
に
よ
く
知
っ
て

い
た
こ
の
不
幸
な
人
間
」（『
無
常
と
い
ふ
こ

と
』）
と
。
時
の
政
治
権
力
の
頂
点
に
い
た
人

の
孤
独
な
魂
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
私
な

ど
も
決
定
的
に
影
響
を
受
け
た
こ
の
説
は
ま

こ
と
に
近
代
的
、
革
命
的
な
読
み
方
で
あ
っ

た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
説
の
影
響
は
甚

大
で
、
以
後
、「
い
つ
か
は
や
っ
て
く
る
身
の

破
滅
を
あ
ざ
や
か
に
見
つ
め
て
い
る
よ
う
な

調
べ
」（
山
本
健
吉
）
と
か
、「
波
と
と
も
に

砕
け
散
る
こ
と
に
快
感
を
覚
え
て
い
る
よ
う

な
虚
無
、孤
独
の
影
」（
樋
口
芳
麻
呂
）
等
々
、

実
朝
歌
に
は
必
ず
孤
独
な
魂
の
影
を
読
む
の

が
常
識
に
さ
え
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
今
度
あ
ら
た
め
て
あ
れ
こ
れ
読

み
返
し
な
が
ら
思
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
「
魂

の
孤
児
」（
上
田
三
四
二
）
実
朝
像
は
、
そ
れ

は
『
吾
妻
鏡
』
を
中
心
に
見
え
て
く
る
歴
史

上
の
実
朝
像
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
彼
の
歌

か
ら
直
接
立
ち
上
っ
て
来
る
と
は
言
い
切
れ

な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
茂
吉
の
、

伊
藤
左
千
夫
批
判
の
口
調
を
借
り
れ
ば
、
小

林
秀
雄
「
先
生
は
少
し
言
い
過
ぎ
た
の
で
あ

る
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
む
ろ

ん
、
だ
か
ら
間
違
い
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
の
だ
が
。
こ
の
一
首
を
王
者
ら
し
い
勇
壮

な
景
観
詠
だ
と
読
む
か
、そ
う
で
は
な
く
て
、

暗
い
運
命
を
承
知
し
な
が
ら
静
か
に
受
け
入

れ
て
い
る
よ
う
な
王
者
の
孤
独
を
読
む
か
、

そ
れ
と
も
大
自
然
の
壮
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に

撃
た
れ
、
畏
怖
に
似
た
感
動
を
詠
っ
た
と
読

む
か
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
も
読
み
の
更
新

は
続
く
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
こ
こ
で
話
の
筋
目
は
少
し
変
わ
る

が
、こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
議
論
、つ
ま
り
「
大

海
の
」
の
一
首
が
、
か
く
も
さ
ま
ざ
ま
な
読

み
方
を
促
し
、
誘
い
、
可
能
に
し
、
そ
う
い

う
か
た
ち
で
読
者
を
惹
き
こ
み
、
楽
し
ま
せ

る
、
そ
の
全
体
が
短
詩
型
文
学
と
し
て
の
基

本
の
性
格
で
あ
り
、
他
の
詩
に
は
真
似
の
で

き
な
い
魅
力
な
の
だ
、
と
い
う
の
が
、
こ
の

頃
の
私
の
短
歌
観
で
あ
る
。
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箱
根
路
を
わ
が
越
え
く
れ
ば
伊
豆
の
海

や
沖
の
小
島
に
波
の
よ
る
み
ゆ

　
浦
や
灘
を
除
い
て
、
実
朝
が
海
を
詠
ん
だ

歌
が
、
私
が
数
え
た
と
こ
ろ
で
は
一
一
首
あ

る
。
鎌
倉
に
住
ん
だ
人
に
し
て
は
少
な
い
な

と
、
ま
ず
思
っ
た
が
、
二
八
歳
の
生
涯
、
ま

た
『
金
槐
和
歌
集
』
は
二
一
歳
ま
で
の
作
品

だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
れ
が

自
然
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
彼
に
も
、

古
歌
や
定
型
に
倣
っ
た
、
行
っ
た
こ
と
も
な

い
伊
勢
の
海
や
須
磨
の
浦
を
詠
ん
だ
歌
の
多

い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
な
か
で
、
こ
こ
に
引
い
た
「
箱

根
路
を
」
と
も
う
一
首
、
前
回
取
り
上
げ
た

「
大
海
の
」
の
二
首
は
実
朝
を
代
表
す
る
名

歌
で
あ
る
。
例
に
よ
っ
て
学
者
た
ち
は
万
葉

集
他
の
類
歌
を
挙
げ
て
い
る
が
、
加
茂
真
淵

以
来
、
そ
う
い
う
人
た
ち
も
こ
の
歌
が
群
を

抜
い
て
傑
出
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。

　
こ
の
歌
に
は
詞
書
が
あ
っ
て
、「
箱
根
の
山

を
う
ち
出
て
見
れ
ば
波
の
よ
る
小
島
あ
り
。

供
の
も
の
に
此
の
う
ら
の
名
し
る
や
と
た
づ

ね
し
か
ば
伊
豆
の
う
み
と
な
む
申
す
と
答
え

侍
り
し
を
き
ゝ
て
」
と
、
歌
の
生
ま
れ
た
経

緯
や
場
所
が
明
か
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ

と
も
こ
の
歌
を
魅
力
的
に
し
て
い
る
大
き
な

要
素
で
あ
る
だ
ろ
う
。
二
所
詣
で
の
お
り
鞍

掛
山
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
、
馬
上
の
実
朝
の

目
に
ぱ
っ
と
入
っ
て
き
た
光
景
だ
っ
た
の
だ
。

初
島
は
砂
浜
の
な
い
岩
場
に
囲
ま
れ
た
島
だ

か
ら
、
白
い
波
に
縁
ど
ら
れ
て
浮
か
び
上
が

る
島
影
は
幻
想
的
で
、
天
候
に
よ
っ
て
は
今

で
も
見
ら
れ
る
光
景
だ
。

　
話
が
戻
っ
て
し
ま
う
が
、
先
の
「
大
海
の
」

は
、
私
は
自
分
の
体
験
し
た
城
ケ
崎
海
岸
の

風
景
に
重
ね
て
言
っ
た
が
、
む
ろ
ん
実
朝
は

そ
こ
ま
で
は
行
っ
て
な
い
。
何
処
で
の
嘱
目

だ
っ
た
の
か
不
明
だ
が
、
一
説
に
頼
朝
以
来

の
別
荘
の
あ
っ
た
三
浦
三
崎
だ
と
す
る
見
方

も
あ
る
の
だ
と
言
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
横

須
賀
育
ち
の
私
な
ど
に
は
嬉
し
い
こ
と
だ
が
、

残
念
な
が
ら
今
は
否
定
さ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。

落
ち
着
く
と
こ
ろ
は
、
斎
藤
茂
吉
も
書
い
て

い
る
よ
う
に
、
鎌
倉
か
葉
山
の
杜
戸
海
岸
あ

た
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
だ
。
こ
こ
に

は
頼
朝
が
勧
請
し
た
と
さ
れ
る
森
戸
大
明
神

が
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
見
る
富
士

山
は
名
勝
の
一
つ
で
あ
る
。
海
岸
に
は
岩
石

が
多
い
か
ら
嵐
の
と
き
な
ど
は
激
し
い
波
濤

が
立
つ
に
違
い
な
い
。
詞
書
に
は
「
あ
ら
磯

に
浪
の
よ
る
を
見
て
よ
め
る
」
と
あ
る
か
ら
、

案
外
こ
ん
な
と
こ
ろ
が
正
解
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
断
崖
絶
壁
に
地
響
き
を
立
て
て
打

ち
付
け
る
波
な
ど
と
い
う
私
の
想
像
は
大
仰

だ
と
笑
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
。

　
余
談
に
な
っ
た
が
、
こ
の
実
朝
を
代
表
す

る
二
首
の
海
の
歌
が
、
詠
わ
れ
た
場
所
で
も

不
明
と
分
明
と
に
分
か
れ
る
の
が
面
白
い
。

と
言
う
の
は
、
こ
の
二
首
は
写
生
と
し
て
も

静
と
動
の
対
照
的
な
姿
を
見
せ
て
い
る
と
思
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実
朝
断
想
（
二
）

う
か
ら
だ
。「
大
海
の
」
が
、
波
の
音
が
聞
こ

え
て
く
る
よ
う
な
海
の
景
色
で
あ
る
の
に
対

比
す
れ
ば
、
こ
の
「
箱
根
路
を
」
の
海
は
、

波
は
立
っ
て
い
る
の
に
音
の
気
配
は
全
く
な

い
、
し
ん
と
静
ま
り
返
っ
た
海
だ
。
地
鳴
り

す
る
よ
う
な
激
浪
の
光
景
に
作
者
の
孤
独
な

影
を
み
た
人
た
ち
は
、
で
は
同
じ
作
者
の
、

こ
の
静
ま
り
返
っ
た
、
音
の
な
い
波
の
景
色

に
何
と
言
う
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
と
こ
ろ
を
小
林
秀
雄
は
、「
耳
に
聞
こ

え
ぬ
白
波
の
砕
け
る
音
を
遥
か
に
目
で
追
ひ

心
に
聞
く
と
言
ふ
様
な
感
じ
が
現
れ
て
ゐ
る
」

そ
し
て
、「
耳
を
病
ん
だ
音
楽
家
は
、
こ
ん
な

風
な
姿
で
音
楽
を
聞
く
か
も
知
れ
ぬ
」
と
書

い
て
い
る
。
小
林
秀
雄
ら
し
い
飛
躍
的
で
逆

説
的
な
物
言
い
で
も
あ
る
が
、
そ
う
い
う
な

か
に
作
者
実
朝
の
悲
劇
的
な
運
命
も
暗
示
し

て
い
て
、
や
は
り
読
者
を
唸
ら
せ
る
読
み
に

違
い
な
い
。

　

対
照
的
な
の
は
伊
藤
左
千
夫
だ
ろ
う
か
。

彼
は
こ
の
「
箱
根
路
を
」
の
一
首
を
万
葉
の

口
真
似
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
全
然
認
め
な
か

っ
た
そ
う
だ
。
そ
の
こ
と
に
斎
藤
茂
吉
は
こ

だ
わ
っ
て
、
先
生
は
言
い
過
ぎ
た
と
言
っ
て

み
た
り
、
や
は
り
万
葉
の
方
が
優
れ
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
と
言
っ
て
み
た
り
、
最
後
ま

で
揺
れ
て
い
る
の
が
面
白
い
。
左
千
夫
に
は

短
歌
「
叫
び
」
の
説
が
あ
る
が
、
そ
う
い
う

左
千
夫
が
「
大
海
の
」
は
認
め
て
も
「
箱
根

路
を
」
を
認
め
な
か
っ
た
の
は
そ
れ
な
り
に

分
か
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
小
林
読
み

に
倣
っ
て
言
え
ば
、
人
は
目
で
音
を
聞
き
、

耳
で
景
色
を
見
る
と
き
も
あ
る
よ
う
に
、
声

の
な
い
叫
び
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
左
千

夫
の
「
叫
び
」
は
、
そ
こ
ま
で
は
「
目
」
が

届
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
う
一
つ
、
こ
れ
は
最
近
他
に
書
い
た

（『
短
歌
の
文
法
』「
季
刊
文
科
」
75
号
）
こ

と
だ
が
、
私
は
こ
の
「
箱
根
路
を
」
を
眺
め

て
い
る
と
反
射
的
に
、
山
部
赤
人
の
「
田
児

の
浦
ゆ
う
ち
出
で
て
見
れ
ば
真
白
に
そ
不
尽

の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る
」
を
思
い
出
す
。

逆
に
「
田
児
の
浦
ゆ
」
を
見
て
い
る
と
「
箱

根
路
を
」
が
浮
か
ん
で
く
る
の
だ
が
、
私
の

頭
の
な
か
で
は
二
首
が
何
と
な
く
セ
ッ
ト
に

な
っ
て
い
る
。
何
故
そ
う
な
の
か
。
お
そ
ら

く
こ
の
二
首
が
、
そ
の
文
の
型
が
よ
く
似
て

い
る
か
ら
だ
ろ
う
と
考
え
る
が
、
そ
う
知
っ

て
み
る
と
、
こ
の
型
は
そ
の
ま
ま
川
端
康
成

の
『
雪
国
』、よ
く
知
ら
れ
た
あ
の
冒
頭
、「
国

境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
国
で
あ

っ
た
」
に
ま
で
繋
が
っ
て
い
る
な
と
気
づ
い

た
の
だ
。
そ
れ
で
大
胆
に
、「
田
児
の
浦
ゆ
」

が
あ
っ
て
「
箱
根
路
を
」
が
生
ま
れ
、
こ
う

し
た
歌
の
伝
統
が
あ
っ
て
「
国
境
の
」
と
い

う
文
章
も
生
ま
れ
た
の
だ
と
論
じ
た
。

　

こ
れ
ら
は
も
と
よ
り
何
の
証
拠
も
な
い
、

私
の
独
断
、
妄
想
に
始
ま
っ
た
こ
と
だ
。
私

の
短
歌
カ
ー
ド
が
貧
し
い
ゆ
え
の
短
絡
、
連

想
で
あ
る
だ
ろ
う
と
は
承
知
し
て
い
る
つ
も

り
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
今
月
、
斎
藤
茂
吉
の

『
金
槐
集
私
鈔
』、
そ
の
「
補
遺
」
を
読
ん
で

い
た
ら
、「
箱
根
路
を
」
が
「
田
児
の
浦
ゆ
」

と
「
相
通
ず
る
所
が
あ
る
」
と
い
う
「
佐
佐

木
（
信
綱
）
博
士
」
の
説
が
紹
介
さ
れ
て
い

て
び
っ
く
り
し
た
。
私
は
自
分
の
妄
想
に
も

っ
と
自
信
を
も
っ
て
良
い
の
だ
と
励
ま
さ
れ

た
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
あ
る
。「
田
児
の

浦
ゆ
」
と
「
箱
根
路
を
」
と
「
国
境
の
」
と
、

三
つ
は
結
局
の
と
こ
ろ
日
本
語
そ
の
も
の
の

性
格
か
ら
生
ま
れ
た
発
想
で
あ
り
、
描
写
の

基
本
の
型
な
の
だ
。




