
鳰
の
海 

高
田 

友 
 

鳰に
ほ

鳥ど
り

の
葛
飾

か
つ
し
か

早
稻

わ

せ

を
贄に

へ

す
と
も
そ
の
愛か

な

し
き
を
外と

に
立
て
め
や
も
（
萬
葉
東
歌
） 

「
早
稻
を
贄
す
」
と
は
「
新
穀
を
神
に
捧
ぐ
る
」
を
言
ふ
。
妾わ

れ

は
神
事
に
携

た
づ
さ

は
り
て
あ
り
、
身
を
汚
す

の
儀
戒
め
ら
れ
た
れ
ば
、
愛い

と

し
き
君
の
訪
ね
來
た
り
と
雖
も
、
床
に
引
き
入
る
れ
ば
破
戒
た
り
。
あ
あ
、

然
れ
ど
も
、
今
君
我
家

わ

ぎ

へ

の
外
に
立
ち
て
戸
の
開
く
を
待
つ
。
縱
令

た

と

ひ

神
罰
あ
ら
ん
と
も
、
何
條

な
ん
で
う

斯
く
は
あ
る

べ
き
。
よ
し
や
入
り
た
ま
へ
、
今
宵
は
君
と
と
も
に
あ
ら
む
。 

 

葛
飾
は
下
總
國
葛
飾
郡
な
れ
ど
此
の
郡

こ
ほ
り

は
頗
る
廣
く
、
そ
の
中
に
て
、
早
稻
に
て
知
ら
れ
た
る
は
埼
玉

縣
三
鄕

み

さ

と

市
な
り
と
ぞ
傳
へ
ら
る
る
。
他
に
傍
證
あ
り
て
、
こ
の
歌
三
鄕
の
乙
女
の
作
な
り
と
ぞ
。 

 

鳰に
ほ

と
は
何
ぞ
や
。
す
な
は
ち
鸊
鷉

か
い
つ
ぶ
り

〈
ヘ
キ
テ
イ
〉
な
る
鳥
の
名
な
り
。
淡
水
に
棲
み
、
小
魚
を
餌
と
す

れ
ど
、「
か
い
つ
ぶ
り
」
の
「
か
い
」
は
「
貝か

ひ

」
に
は
あ
ら
で
、「
搔
き
」
の
音
便
。
ま
た
古
語
に
て
は

「
も
ぐ
る
」
を
「
む
ぐ
る
」
と
言
ひ
し
に
よ
り
て
、「
搔
き
つ
濳
り
つ
」
の
轉
じ
て
「
か
い
つ
む
り
・
か

い
つ
ぶ
り
」
と
は
轉
じ
た
り
と
言
ふ
。
な
ほ
、m

とb

は
相
通
ず
る
に
よ
り
て
、「
つ
む
り
」
の
「
つ
ぶ

り
」
に
こ
そ
は
化
し
た
る
な
れ
。 

 

鳰
は
鸊
鷉

か
い
つ
ぶ
り

の
古
名
な
る
に
よ
り
て
、
五
音
の
「
鳰
鳥
の
」
は
「
か
づ
く
（
濳
）」
の
枕
詞
と
な
り
、
轉

じ
て
初
音
「
か
づ
」
な
ら
ぬ
「
か
つ
」
な
る
「
葛
飾
」
を
引
き
出
さ
ん
が
爲
に
用
ゐ
ら
る
。 

  

「
鸊
鷉
・
鳰
・
鳰
鳥
」
は
琵
琶
湖
（
近
江

あ
ふ
み
の

海う
み

）
に
數
多
棲
息
す
る
に
よ
り
て
、
琵
琶
湖
を
「
鳰
の
海
」

と
謂
ふ
。
今
日
、
滋
賀
縣
の
「
縣
鳥
」
は
こ
の
鳥
な
り
。 

 

俊
成
卿
女
左
の
如
く
に
詠
へ
り
。 

に
ほ
の
う
み
春
は
か
す
み
の
志
賀
の
波
花
に
吹
き
な
す
比
良
の
山
風 

 

 

さ
て
、
新
古
今
集
に
家
隆
の
名
高
き
歌
あ
り
。 

 
 

 

鳰
の
海
や
月
の
光
の
う
つ
ろ
へ
ば
浪
の
花
に
も
秋
は
見
え
け
り 



 
「
浪
の
花
」
は
現
今
は
「
鹽し

ほ

」
の
謂い

ひ
な
れ
ど
、
古
語
に
て
は
「
波
頭
」
を
言
ふ
。
波
頭
の
白
く
砕
く

る
が
花
を
彷
彿
せ
し
む
れ
ば
な
ら
む
。
現
代
中
國
語
に
て
も
「
波
頭
」
を
「
浪
花lan

g
h

u
a

」
と
言
へ

ば
、
怕お

そ

る
ら
く
は
漢
語
よ
り
和
語
に
入
り
た
る
べ
し
。 

 

臺
灣
の
歌
謠
曲
に
「
愛
在
夕
陽
下
」
と
て
、
左
の
如
き
歌
詞
あ
り
。 

 
 

 

夕
陽
底
晚
風
裡 

 

我
和
你
並
肩
在
一
起 

夕
陽
就
像
你 

 

浪
花
就
像
我 

 
 

（in
tern

et

《
愛
在
夕
陽
下m

p
4

》） 

 

「
夕
陽
の
底
晚
風
の
裡う

ち 

我
と
汝
と
肩
を
並
べ
て
と
も
に
在
り 

夕
陽
す
な
は
ち
你

な
ん
ぢ

に
像に

る 

浪
の
花

す
な
は
ち
我
の
像ご

と

し
」
と
訓
み
て
む
。
女
の
心
に
て
、「
汝
の
光
に
よ
り
て
我
輝
く
」
と
の
謂
ひ
な
ら
む

か
。 

  

俊
成
卿
女
の
歌
ま
た
「
霞
み
て
見
ゆ
る
波
も
、
風
に
吹
か
れ
て
波
頭
白
く
花
の
ご
と
く
な
り
に
け
り
」

と
の
美
し
き
光
景
を
目
の
當
た
り
に
す
る
か
と
な
む
思
ほ
ゆ
る
。 

 

家
隆
一
首
の
意
は
「
近
江
の
海
、
月
光
の
移
り
行
く
を
見
れ
ば
、
波
頭
に
も
秋
の
來
れ
る
色
定
か
な

り
」
と
の
由
。 

 

古
今
集
・
文
屋
康
秀
の
歌
に
曰
く 

 
 

 

草
も
木
も
色
か
は
れ
ど
も
わ
た
つ
う
み
の
浪
の
花
に
ぞ
秋
な
か
り
け
る 

 

康
秀
は
「
草
木
は
季
節
と
と
も
に
移
ろ
へ
ど
、
浪
の
花
は
春
夏
秋
冬
色
變
る
な
し
」
と
歌
ひ
た
る
な

り
。 

 

家
隆
、
こ
れ
に
異
を
立
て
、「
近
江
の
海
に
は
、
秋
の
來
れ
ば
月
の
光
う
つ
ろ
ひ
、
波
頭
の
色
を
見
る

に
つ
け
て
も
、
そ
の
儀
著あ

き

ら
か
な
り
」
と
唱
へ
た
り
。 

 

波
頭
の
色
變
ず
と
の
歌
意
に
つ
き
て
、
古
來
の
解
釋
は
「
月
に
は
桂
の
木
の
生
ふ
る
あ
り
。
秋
風
吹
け

ば
桂
の
木
の
紅
葉
し
て
、
月
面
の
色
變
じ
、
波
頭
に
映
ゆ
る
月
光
ま
た
皓

く
わ
う

皓
く
わ
う

た
り
。
因
り
て
、
嗚
呼
秋

の
來
れ
る
な
り
、
と
感
ず
る
を
言
ひ
た
り
」
と
の
由
。 



 
今
、
そ
れ
が
し
、
こ
れ
を
現
代
天
文
學
に
照
ら
し
て
解
釋
せ
む
。 

 

太
陽
は
夏
に
は
高
く
、
冬
に
低
き
は
世
人
よ
く
知
る
所
な
り
。 

 

滿
月
は
地
球
よ
り
見
れ
ば
、
太
陽
の
向
ひ
（
正
反
對
方
向
）
に
あ
り
。

然

則

し
か
ら
ば
す
な
は
ち

、
夏
に
は
低
く
、
冬

に
は
中
天
高
く
に
あ
り
。
太
陽
と
同
じ
義
に
て
、
高
け
れ
ば
明
る
く
、
低
け
れ
ば
暗
し
。
夏
よ
り
秋
に
遷

る
に
つ
れ
て
、
太
陽
は
次
第
に
暗
く
、
滿
月
は
い
よ
い
よ
明
し
。 

 

そ
も
そ
も
古
人
の
「
月
に
桂
の
木
あ
り
て
、
秋
に
色
づ
く
」
と
は
、
秋
よ
り
冬
に
か
け
て
、
月
光
の
輝

き
増
す
に
氣
付
き
て
、
こ
れ
を
解
せ
ん
が
た
め
に
牽
強
付
會
し
た
り
け
む
。 

 

月
を
歌
に
詠
む
は
、
滿
月
を
取
り
上
ぐ
る
が
常
な
り
。
於
是
乎

こ
こ
に
お
い
て
か

、
家
隆
の
歌
も
ま
た
、「
秋
に
な
り

て
、
滿
月
の
輝
き
格
別
と
な
れ
ば
、
波
頭
に
光
る
月
光
に
よ
り
て
そ
の
旨
を
知
る
を
得
」
と
歌
ひ
た
る
な

ら
む
。 

（
令
和
三
年
十
月
二
十
日
受
附
） 

  


