
鳰
の
海 
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田 

友 

 

新
古
今
「
秋
上
」
の
卷
に
藤
原
家
隆
の
左
の
如
き
一
首
あ
り
。 

 
 

 

鳰 に
ほ

の
海
や
月
の
光
の
移
ろ
へ
ば
波
の
花
に
も
月
は
見
え
け
り 

  

「
鳰
の
海
や
」
と
「
や
」
の
存
す
る
に
よ
り
て
、
係
り
結
び
生
じ
て
、「
月
は
見
え
け
る
」
と
連
體
形

に
て
終
る
べ
き
に
あ
ら
ず
や
、
と
訝
る
者
多
し
。 

 

さ
は
重
大
な
る
誤
解
な
り
。
助
詞
「
や
」
が
係
り
結
び
を
生
ぜ
し
む
る
は
疑
問
・
反
語
の
意
の
場
合
に

限
ら
る
。「
鳰
の
海
や
」
の
「
や
」
は
、
係
助
詞
に
あ
ら
ず
し
て
間
投
助
詞
、
俳
句
に
い
は
ゆ
る
「
切

字
」
に
て
、「
荒
海
や
佐
渡
に
横
た
ふ
天
の
川
」
の
類
な
り
。 

 

ま
た
、「
そ
の
言
や
よ
し
」「
君
と
相
知
る
や
久
し
」
抔 な

ど

も
、
終
止
形
に
て
終
れ
る
は
「
や
」
の
間
投
助

詞
な
れ
ば
な
り
。 

  

「
鳰
の
海
」
は
琵
琶
湖
の
異
名
な
り
。 

 

「
あ
ふ
み
の
う
み
」
と
い
ふ
は
、
淡
水
湖
な
れ
ば
「
あ
は
う
み
(
淡
海
)」
と
い
ひ
、
古
代
日
本
語
の

習
性
に
隨
ひ
て
「
母
音
連
續
を
忌
避
」
し
た
る
に
よ
り
て
、「
あ
ふ
み
」
と
縮
ま
る(apaum

i→
apum

i→

afum
i 

→
aum

i→
o
ː m

i

〈ɔ
ː

に
あ
ら
ず

)

。
而
し
て
、
濱
名
湖
の
「
遠
き
淡
水
湖
」
の
義
な
る
「
遠
江
(
と
ほ

つ
あ
ふ
み→

と
ほ
た
ふ
み
)」(topotuapum

i→
tofotafum

i→
tow

otaum
i→

to
ː
t
oː
m
i )

に
照
し
て
「
近

江
」
の
字
を
ぞ
宛
て
け
る
。〈ɔ

ː

に
非
ず
し
てoː

な
り
／ʒ
ŋ

ʃ
a

ɑ
ə

ʌ
æ

〉 

 

琵
琶
湖
と
い
ふ
は
、
そ
の
形
狀
、
樂
器
の
琵
琶
に
似
た
れ
ば
此 か

く

は
稱 と

な

へ
ら
る
。 

 

茲 こ
こ

に
興
を
惹
か
る
る
は
、
基
督
傳
道
の
聖
地
た
る
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
の
古
名
「
キ
ネ
レ
ト
湖
」
な
り
。「
キ

ネ
レ
ト
」
は
竪
琴
の
謂
ひ
に
し
て
、
上
空
よ
り
見
れ
ば
洵
に
其
の
形
狀
竪
琴
の
如
し
。
東
西
の
命
名
に
相

通
ず
る
も
の
あ
り
。
何
爲

な
ん
す
れ
ぞ

感
嘆
せ
ら
れ
で
あ
る
べ
け
む
。 

 

因
み
に
、
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
の
面
積
は
十
和
田
湖
に
匹
敵
し
、
死
海
は
琵
琶
湖
と
大
差
な
し
。 

  

「
鳰
」
は
水
鳥
「
か
ひ
つ
ぶ
り
」
の
謂
ひ
に
し
て
、
琵
琶
湖
に
數
多
棲
息
す
る
に
據
り
、
こ
れ
を
湖
の

異
名
と
は
爲
し
た
り
。
如 じ

よ

今 こ
ん

、
滋
賀
縣
の
縣
鳥
と
こ
そ
は
讃
へ
ら
る
れ
。 

  

「
波
の
花
」
は
「
波
頭

は
と
う

」
な
り
。
碎
け
散
る
波
頭

な
み
が
し
ら

の
白
き
を
見
れ
ば
、
木
綿
に
て
作
り
た
る
造
花
な
る

「
白
木

し
ら
ゆ

綿
花

ふ
ば
な

」
を
聯
想
せ
し
む
る
に
あ
ら
ず
や
。
現
代
中
國
語
に
て
も
、「
浪
花langhua

」
と
い
ふ
は
波



頭
の
義
に
し
て
、
歌
謠
曲
抔 な

ど

に
て
屢
〻
用
ゐ
ら
る
。
本
朝
の
「
波
の
花
」、
蓋 け

だ

し
唐
土
の
言
辭
を
訓
じ
た

る
に
相
違
な
し
。 

 

萬
葉
不
知
詠
人
の
歌
に
「
逢
坂
を
う
ち
出
で
て
み
れ
ば
近
江
の
海
白
木
綿
花
に
波
立
ち
わ
た
る
」
と
あ

り
。 

  

鹽
を
浪
の
花
と
い
ふ
は
、「
し
ほ
」
の
語
頭
「
し
」
な
る
を
忌
み
て
斯
は
呼
び
た
る
、
後
世
に
始
ま
る

呼
び
名
に
過
ぎ
ず
。「
浪
の
花
」、
抑
〻
は
波
頭
、
土
佐
日
記
に
も
「
け
ふ
海
荒
く
、
磯
に
雪
降
り
、
波
の

花
咲
け
り
」
と
あ
り
。 

  

一
首
の
意
は
、「
此
處

こ

こ

は
琵
琶
湖
。
月
の
光
の
移
ろ
ひ
行
く
か
ら
に
、
宜 む

べ

な
る
か
な
、
波
頭
を
見
て

も
、
秋
の
近
き
ぞ
知
ら
る
る
」
と
い
ひ
た
る
な
り
。 

  

「
波
頭
の
光
を
見
て
秋
を
知
る
」
と
は
何
ぞ
や
。 

 

秋
近
づ
け
ば
、
月
は
色
を
變
ふ
。
月
に
桂
の
木
の
植
わ
り
て
あ
り
。
月
桂
と
は
こ
れ
な
り
。
其
の
丈
高

き
、
千
五
百
メ

ト
ル
に
及
ぶ
。(
か
か
る
巨
木
の
現
今
な
ほ
月
面
探
査
機
に
據
り
て
發
見
せ
ら
れ
ざ
る

は
以
て
異
と
爲
す
べ
し
) 

秋
に
は
紅
葉
す
る
に
よ
り
て
、
月
の
光
の
明
る
む
な
ら
む
と
古
人
は
推
測
し

た
り
き
。 

 

こ
れ
を
現
代
科
學
を
以
て
解
析
す
れ
ば
如
何
な
ら
む
。 

  

滿
月
は
地
球
を
挾
み
て
太
陽
の
眞
向
ひ
に
あ
り
。
然

則

し
か
ら
ば
す
な
は
ち

、
冬
の
滿
月
は
夏
の
太
陽
と
大
略

ほ

ぼ

同
じ
經

路
を
辿
る
。
す
な
は
ち
、
秋
よ
り
冬
へ
と
移
る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
高
度
高
ま
り
て
、
明
る
く
輝
く
に
至

る
。 

 

こ
れ
を
し
も
、
古
人
は
、
桂
の
木
の
紅
葉
せ
り
と
解
し
た
り
。 

 

月
明 あ

か

け
れ
ば
、
波
頭
ま
た
白
く
輝
き
、
秋
の
來
た
る
を
知
る
と
は
歌
ひ
た
り
。 

  

豈
圖
ら
む
、
月
は
太
陽
と
對
蹠
的
に
、
秋
よ
り
冬
に
か
け
て
光
度
・
輝
度
を
增
さ
む
と
は
。 

  

望
月
は
太
陽
の
眞
向
ひ
。
太
陽
と
地
球
を
結
ぶ
直
線
上
に
寸
分
違
ひ
な
く
月
の
來
た
れ
ば
、
す
な
は
ち

皆
旣
月
食
と
な
る
。 

 

左 さ

は
そ
れ
が
し
が
月
食
の
戲
歌

ざ
れ
う
た

。
以
て
嗤
ひ
の
種
と
は
爲
し
給
へ
。「
赤
銅
」
は
皆
旣
月
食
の
色
、「
此

の
世
の
影
」
と
は
「
地
球
の
影
」
の
謂
ひ
な
り
。 

 
 

 

赤
銅

し
や
く
ど
う

に
染
ま
る
望
月
何
恥
ぢ
て
此
の
世
の
影
に
籠
り
た
る
ら
む 



  

望
月
は
太
陽
の
眞
向
ひ
、
宵
の
明
星

み
や
う
じ
や
う

(
ゆ
ふ
づ
つ
)
は
太
陽
の
近
邊
に
あ
れ
ば
、
す
な
は
ち
こ
れ
ま

た
望
月
の
眞
向
ひ
な
り
。 

 

柹
本
人
麻
呂
(
萬
葉
)
は 

 
 

 

ひ
む
か
し
の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
み
す
れ
ば
月
か
た
ぶ
き
ぬ 

と
歌
ひ
た
り
。 

 

「
か
ぎ
ろ
ひ
」
は
日
の
出
の
直
前
に
山
の
端
一
瞬
輝
き
て
不
可
思
議
な
る
光
芒
を
放
つ
、
こ
れ
な
り
。

而
し
て
、
こ
の
時
に
當
り
て
振
り
返
り
見
れ
ば
、
西
に
て
は
月
没
せ
む
と
す
。
日
出
づ
る
の
時
に
月
入
ら

む
と
す
る
は
、
す
な
は
ち
望
月
な
る
を
仄
め
か
し
た
り
。 

 

與
謝
蕪
村
は
こ
の
歌
を
本
歌
取
り
し
て
、 

 
 

 

菜
の
花
や
月
は
東
に
日
は
西
に 

と
一
句
を
も
の
し
た
り
。
言
ふ
に
及
ば
ね
ど
、
人
麻
呂
は
夜
明
け
、
蕪
村
は
夕
暮
れ
を
詠
み
た
る
な
り
。

蕪
村
の
句
に
於
て
も
月
は
望
月
な
ら
で
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。 

  

偖
、
人
麻
呂
の
一
首
に
「
か
へ
り
み
す
れ
ば
」
と
あ
る
は
、
月
と
太
陽
と
眞
向
ひ
に
あ
る
が
ゆ
ゑ
に
、

月
を
見
て
後
、
振
り
返
ら
ず
は
太
陽
を
見
る
こ
と
能
は
ざ
る
を
說
き
た
り
。 

  

「
栗 く

り

名
月

め
い
げ
つ

」
を
御
紹
介
仕
ら
む
。
舊
曆
九
月
十
三
日
の
月
な
り
。 

 

十
三
日
、
十
四
日
の
月
は
滿
月
に
近
く
、
微
か
に
左
下
の
闕 か

け
た
る
樣
、
十
五
夜
の
月
よ
り
も
ま
た
あ

は
れ
な
る
風
情
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
。 

 

栗
を
食
ひ
つ
つ
愛
づ
る
が
常
な
れ
ば
、「
栗
名
月
」
と
言
ふ
。 

 

一
昨
年
秋
、
住
み
代
り
て
間
も
な
き
頃
、
我
が
新
居
は
高
臺
に
あ
れ
ば
、
低
地
の
全
貌
を
俯
瞰
す
。
外

に
出
で
た
る
に
、
あ
あ
、
何
爲

な
ん
す
れ
ぞ

感
ず
る
所
な
か
ら
ざ
ら
む
。
ゆ
ふ
づ
つ
(
金
星
・
宵
の
明
星
)
沈
ま
む
と

し
て
、
目
よ
り
も
下
に
あ
り
。
而
う
し
て
高
き
を
見
れ
ば
栗
名
月
の
見
事
な
る
出
で
た
り
。 

 

こ
れ
を
見
て
、
詠
み
た
る
。 

 
 

 

ゆ
ふ
づ
つ
ゆ
ふ
り
さ
け
み
れ
ば
栗
の
月
冴 さ

え
冴
え
と
し
て
秋
は
行
く
な
り 

 

「
ゆ
」
は
「
よ
り
」。
宵
の
明
星
よ
り
目
を
轉
じ
て
月
を
見
た
る
な
り
。「
か
へ
り
み
す
れ
ば
」
に
あ
ら

で
「
ふ
り
さ
け
み
れ
ば
」
と
し
た
る
は
、
望
月
に
あ
ら
ず
し
て
十
三
日
の
月
な
れ
ば
、
す
で
に
や
や
高
く

中
空
に
掛
り
、
振
り
返
ら
ず
と
も
空
を
仰
げ
ば
見
る
を
得 う

る
の
謂
ひ
な
り
。 

 

「
ふ
り
さ
け
み
る
」
と
は
「
あ
ふ
ぎ
み
る
」
の
義
。 

 



 
な
ほ
、
一
昨
年
(
令
和
三
年
)
の
舊
暦
九
月
十
三
日
は
新
曆
十
月
十
八
日
。
立
冬
は
舊
暦
九
月
二
十
五

日
に
し
て
新
暦
十
一
月
七
日
な
り
。
栗
名
月
、
立
冬
に
近
き
に
據
り
て
、「
冴
え
冴
え
」
と
こ
そ
は
申
し

け
れ
。「
澄
み
て
冷 ひ

ゆ
る
樣
」
を
言
ふ
。 

(
令
和
五
年
二
月
二
十
五
日
受
附
) 

 


