
長
門
北
浦
の
捕
鯨
の
歌

 

─
─�

宍
戸
真
澂
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間
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小

野

美

典

江
戸
時
代
後
期
の
長
州
藩
に
宍し
し
ど戸
真ま
さ
も
と澂
（「
ま
す
み
」
と
も
）
と
い
う
藩
士

が
い
ま
し
た
。「
天
保
の
国
学
四
大
人
」
と
し
て
著
名
な
伴ば
ん

信の
ぶ

友と
も

に
就つ

い
て
国

学
を
学
び
、
皇
典
や
藩
の
典
故
に
も
詳
し
く
、
歌
人
と
し
て
も
な
か
な
か
の
力

量
を
持
っ
た
人
物
で
す
。
信
友
は
本
居
宣
長
没
後
に
鈴す
ず
の
や屋
の
門
に
入
り
、
宣
長

の
養
子
本
居
大お
お
ひ
ら平
に
学
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
真
澂
は
鈴
屋
の
系
譜
に
連
な
る
国

学
者
・
歌
人
と
も
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
彼
の
文
学
方
面
の
業
績
は
あ
ま
り
触

れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
専
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、「
禁
門
の
変
の
三
家

老
四
参
謀
の
一
人
と
し
て
事
変
に
関
与
し
、
そ
の
責
め
を
負
っ
て
斬
罪
に
処
せ

ら
れ
た
」
と
い
う
、
幕
末
史
の
一
齣こ
ま

に
お
い
て
ば
か
り
で
す
。
宍
戸
左
馬
之
介

（
九
郎
兵
衛
）
と
い
う
通
称
を
聞
け
ば
、
思
い
出
す
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
八
月
十
八
日
の
政
変
で
、
尊
王
攘
夷
を
主
張
し
て

い
た
長
州
藩
は
、
公
武
合
体
派
の
会
津
藩
・
薩
摩
藩
ら
に
よ
っ
て
京
都
を
追
わ

れ
ま
す
。
翌
年
の
元
治
元
年
に
、
形
勢
挽
回
の
た
め
に
長
州
藩
が
京
都
に
兵
を

進
め
て
起
こ
し
た
の
が
、「
禁
門
の
変
（
蛤
御
門
の
変
）」
で
し
た
。
京
都
御
所

を
警
護
す
る
幕
府
側
諸
藩
の
兵
と
蛤
御
門
ほ
か
で
戦
っ
て
敗
れ
た
事
件
で
す
。

長
州
藩
の
完
全
な
敗
北
で
、
こ
れ
を
機
に
藩
政
は
保
守
派
（
い
わ
ゆ
る
「
俗
論

党
」）
の
手
中
に
落
ち
、
幕
府
側
の
第
一
次
長
州
征
討
に
対
し
て
恭
順
の
意
を

示
す
べ
く
、
三
家
老
（
福
原
越
後
・
益
田
右
衛
門
介
・
国
司
信
濃
）
の
切
腹
、

並
び
に
「
四
参
謀
」
の
斬
刑
で
、
藩
の
危
機
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。

そ
の
「
四
参
謀
」
の
一
人
が
真
澂
な
の
で
す
。

禁
門
の
変
・
長
州
征
討
の
詳
細
は
歴
史
の
専
門
家
に
任
せ
ま
し
ょ
う
。
せ
っ

か
く
で
す
か
ら
、
真
澂
の
文
芸
的
側
面
、
特
に
山
口
県
に
関
わ
る
話
を
少
し
ご

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

長
州
藩
で
は
天
保
の
改
革
に
関
連
し
て
、
藩
政
改
革
の
資
料
と
な
る
各
村
の

実
態
調
査
書
を
提
出
さ
せ
、
そ
れ
を
も
と
に
藩
内
一
七
宰さ
い
ば
ん判
で
考
訂
編
修
さ
せ

ま
し
た
（「
宰
判
」
と
は
各
代
官
の
管
轄
す
る
行
政
区
画
）。
世
に
有
名
な
『
防

長
風
土
注
進
案
』
で
す
。
宰
判
ご
と
に
当
地
に
詳
し
い
学
識
者
が
そ
の
任
に
あ

た
り
、
例
え
ば
山
口
宰
判
は
、「
山
口
講
堂
」
を
開
い
た
、
山
口
大
学
の
建
学

の
祖
で
あ
る
上
田
鳳ほ
う
よ
う陽
が
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
鳳
陽
の
「
山
口
宰
判
」
は
出
色

の
出
来
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
と
双
璧
を
な
す
と
言
わ
れ
る
の
が
、
真

澂
の
担
当
し
た
「
前ま
え
お
お
つ

大
津
・
先さ
き
お
お
つ

大
津
両
宰
判
」
で
し
た
。
真
澂
が
斬
首
と
い
う

最
期
を
遂
げ
な
か
っ
た
ら
、
彼
の
才
能
か
ら
し
て
、
も
し
か
し
た
ら
鳳
陽
と
と

も
に
山
口
大
学
の
開
学
に
関
わ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

真
澂
に
は
『
に
ほ
の
う
き
す
』（
抄
宗
寮
叢
書
所
収
）
と
い
う
計
七
〇
首
か

ら
な
る
小
さ
な
家
集
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼
の
没
後
に
上
梓
さ
れ
た
も
の

で
、
和
歌
の
師
で
あ
っ
た
近
藤
芳
樹
が
編
集
に
関
与
し
、
そ
の
後
書
き
も
書
い
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て
い
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
の
詳
細
は
拙
稿
〔
注
１
〕
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

・

・

さ
て
真
澂
は
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
九
月
か
ら
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）

八
月
の
間
、
前
大
津
宰
判
の
代
官
と
し
て
着
任
し
て
い
ま
す
（
仙
崎
・
三
隅
あ

た
り
が
「
前
大
津
」
で
す
。
ち
な
み
に
油
谷
・
日
置
あ
た
り
が
「
先
大
津
」
で

す
）。
こ
の
時
の
作
と
思
わ
れ
ま
す
が
、「
捕
鯨
」
を
詠
ん
だ
珍
し
い
歌
を
残
し

て
い
ま
す
。大

津
の
郡
司
に
て
捕
鯨
の
わ
ざ
見
る
沖
中
に
舟
に
て
出い

で
け
る
折を
り

、

浪
い
と
荒あ
ら
あ
ら々

し
う
て
、
従
者
ど
も
余な
ご
ろ波
に
酔ゑ

ひ
騒さ
わ

ぎ
け
れ
ば

見
よ
や
子
ら
玉
敷し

く
浪
の
八
重
畳た
ゝ
み

潮し
ほ

瀬せ

の
煙け
ぶ
り

壁
代し
ろ

に
し
て

�

〔
に
ほ
の
う
き
す
・
五
七
〕

鯨
追
ふ
さ
ま
を
見
て

雄を
た
け叫
び
の
声こ
ゑ

厳い
か
め

し
く
八や
ひ
ろ尋
鉾ほ
こ

手
に
取と

り
持も

ち
て
鯨い
さ
な

追
ふ
蜑あ
ま�〔
同
・
五
八
〕

五
七
番
歌
は
、「
見
よ
、
子
供
た
ち
よ
。
玉ぎ
ょ
く

を
敷
き
詰
め
た
よ
う
に
美
し
い

波
を
幾
重
に
も
重
ね
て
敷
い
た
と
こ
ろ
に
、
潮
流
の
中
を
吹
き
上
が
る
煙
は
、

ま
さ
に
壁か
べ
し
ろ代
そ
っ
く
り
だ
」
と
訳
せ
ま
す
。
詞
書
か
ら
、
捕
鯨
の
様
子
を
検

分
す
べ
く
船
で
沖
中
に
出
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
余な
ご
ろ波
」
と
は
、
風
が
治

ま
っ
た
後
も
依
然
と
し
て
高
く
激
し
く
う
ね
っ
て
い
る
波
を
言
い
ま
す
。
北
浦

（
山
口
県
の
日
本
海
沿
岸
）
の
捕
鯨
は
冬
期
が
ピ
ー
ク
で
し
た
か
ら
、
風
波
は

荒
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
鯨
の
動
き
に
よ
っ
て
生
じ
た
波
も
加
わ
り

ま
す
。
船
が
激
し
く
揺
れ
て
、
従
者
た
ち
は
船
酔
い
と
な
り
船
底
に
突
っ
伏
し

て
い
ま
す
。
そ
ん
な
時
に
、
鯨
が
潮
を
噴
き
上
げ
た
…
。
そ
の
一
瞬
の
景
を
捉

え
た
の
が
こ
の
歌
で
す
。
初
句
は
「
見
よ
や
。
子
ら
。」
と
、
た
っ
た
五
音
が

「
三
音
＋
二
音
」
の
二
文
か
ら
な
り
、
句
の
途
中
で
句
切
れ
が
生
じ
て
い
ま
す

（「
句
割
れ
」
と
言
い
ま
す
）。
し
か
も
そ
の
二
文
が
倒
置
法
に
な
っ
て
い
る
…
。

短
文
を
重
ね
た
倒
置
が
、
緊
迫
感
を
生
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
「
子
ら
」
と
は
船

底
に
ダ
ウ
ン
し
て
い
る
従
者
た
ち
の
こ
と
。
巨
大
な
鯨
、
或
い
は
勇
壮
な
猟
師

た
ち
、
或
い
は
そ
れ
ら
全
て
を
取
り
巻
く
長
門
の
海
（
自
然
）
に
対
し
て
、
従

者
た
ち
は
あ
ま
り
に
無
能
で
卑
小
す
ぎ
ま
す
。
そ
れ
を
「
子
ら
」
と
表
現
し
て

い
る
わ
け
で
す
。
五
句
の
「
壁
代
」
は
寝
殿
造
り
な
ど
で
使
わ
れ
た
屏へ
い
し
ょ
う障
具ぐ

の
一
つ
で
、
長な
げ
し押
か
ら
垂
ら
し
た
布
で
す
。
表
面
に
御
簾
を
掛
け
て
す
ぐ
裏
に

壁
代
を
垂
ら
し
ま
し
た
。
人
目
を
遮
っ
た
り
寒
さ
を
防
い
だ
り
す
る
目
的
で
使

わ
れ
ま
す
。
鯨
の
噴
き
上
げ
た
潮
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
壁
代
の
よ
う
に
見
え
た

と
い
う
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
三
句
の
「
八
重
畳
」
と
い
う
の
は
幾
重
に
も
敷

い
た
畳
の
こ
と
で
、
一
般
の
家
庭
用
で
は
な
く
、
神
座
な
ど
で
用
い
た
も
の
で

す
。
歌
全
体
が
、
古
風
な
言
葉
で
彩
ら
れ
、
何
と
な
く
神
々
し
さ
す
ら
感
じ
ら

れ
ま
す
。
船
底
の
低
い
視
点
か
ら
見
上
げ
る
構
図
も
見
事
で
、
鯨
を
崇
め
る
と

い
っ
た
感
じ
を
う
ま
く
表
現
し
た
歌
で
し
ょ
う
。

五
八
番
歌
も
「
八
尋
鉾
」
と
い
う
古
い
時
代
の
言
葉
が
登
場
し
て
い
ま
す
。

「
鉾
（
矛
）」
は
、
両
刃
の
剣
に
長
い
柄
を
つ
け
た
刺
突
用
の
武
器
で
す
。
専
ら

古
代
に
用
い
ら
れ
、
後
代
に
は
神
社
・
祭
礼
な
ど
で
儀
式
的
に
用
い
ら
れ
る
の

み
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
捕
鯨
で
使
わ
れ
る
の
は
「
銛も
り

」
で
あ
り
、
銛
を
鉾
に
見

立
て
た
表
現
で
す
。
ち
な
み
に
、『
古
事
記
』
の
倭や
ま
と

建
た
け
る
の

命み
こ
と

の
東
征
神
話
で

は
、
景
行
天
皇
か
ら
「
比ひ

ひ

ら

ぎ

々
羅
木
之の

八や
ひ
ろ尋
鉾ほ
こ

」
が
下
賜
さ
れ
る
話
が
あ
り
ま
す

が
、
本
居
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
で
は
、
こ
の
「
八
尋
鉾
」
に
「
八
尋
と
云い
ふ

は

い
と
長
き
由よ
し

な
り
〈
中
略
〉
古い
に
し

へ
は
将イ
ク
サ
ノ
キ
ミ軍
な
ど
は
凡す
べ

て
矛ほ
こ

を
杖つ
け

り
し
こ
と

な
り
。
今
此こ
こ

に
此こ
の

比
々
羅
木
ノ
矛
を
賜た
ま

へ
る
も
此こ

ノ
故ゆ
ゑ

な
り
」
と
注
を
付
し
て

い
ま
す
。
鉾
は
軍い
く
さ

の
大
将
が
持
つ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
っ
た
…
と
い
う
認

識
が
（
宣
長
の
孫
弟
子
に
あ
た
る
）
真
澂
に
あ
っ
た
と
考
え
て
間
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。
更
に
は
、
北
浦
捕
鯨
で
は
、
船
首
に
立
っ
て
鯨
に
銛
を
打
ち
込
み
、
極
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寒
の
海
に
潜
っ
て
手
形
包
丁
で
鯨
の
鼻
を
切
っ
て
仕
留
め
る
「
刃は

刺ざ
し

」
役
は
、

漁
師
の
花
形
、
戦
場
に
お
け
る
武
士
の
一
番
槍
に
匹
敵
す
る
役
柄
だ
っ
た
そ
う

で
す
〔
注
２
〕。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
五
八
番
歌
を
改
め
て
読
み
直
す
と
、
上
の
句
が
力
強
い

で
す
ね
。
刃
刺
役
の
漁
師
の
雄
叫
び
の
声
が
耳
に
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
す
。

捕
鯨
の
現
場
の
「
大
将
」
が
「（
大
将
に
下
賜
さ
れ
る
）
鉾
」
に
も
似
た
「
長

い
銛
」
を
手
に
鯨
に
立
ち
向
か
っ
て
い
る
の
で
す
。

真
澂
は
和
歌
の
流
れ
と
し
て
は
鈴
屋
派
で
す
が
、
こ
の
二
首
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
古
語
を
用
い
て
古
歌
の
調
子
を
倣な
ら

い
、
有
職
故
実
や
知
識
を
反
映
し
た

歌
を
詠
む
の
が
こ
の
一
派
の
特
徴
で
も
あ
り
ま
し
た
。
学
問
に
従
属
す
る
知
識

と
し
て
歌
を
捉
え
る
傾
向
が
強
か
っ
た
の
で
す
。
和
歌
史
の
流
れ
の
中
で
は

「
精
彩
に
乏
し
い
」
な
ど
と
言
わ
れ
た
り
も
し
ま
す
が
、
鈴
屋
派
に
近
い
歌
人

た
ち
が
多
か
っ
た
近
世
後
期
の
長
州
藩
で
、
こ
の
よ
う
な
歌
が
盛
ん
に
詠
ま
れ

た
の
も
事
実
で
す
。
北
浦
捕
鯨
の
実
景
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
も
、
ま
た
、
近
世

後
期
の
長
州
藩
歌
人
の
歌
の
姿
を
窺
わ
せ
る
歌
と
し
て
も
、
こ
の
二
首
は
記
憶

さ
れ
て
よ
い
歌
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

・

・

と
こ
ろ
で
、『
万
葉
集
』
以
降
「
鯨い
さ
な

取と

り
」
と
い
う
枕
詞
は
有
名
で
す
が
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
枕
詞
と
し
て
で
す
。
鯨
そ
の
も
の
を
詠
む
、
或
い
は
捕
鯨
の

実
景
を
詠
む
と
い
う
の
は
、
中
古
・
中
世
の
古
典
和
歌
の
世
界
で
は
な
か
な
か

珍
し
い
こ
と
の
よ
う
で
す
。
建
久
四
・
五
年
（
一
一
九
三
・
四
）
頃
成
立
し
た

と
さ
れ
る
『
六
百
番
歌
合
』
に
次
の
よ
う
な
鯨
の
歌
が
登
場
し
ま
す
が
、
藤
原

俊
成
の
判
詞
に
は
、「
鯨く
ぢ
ら

捕
る
ら
ん
こ
そ
、
万
葉
集
に
ぞ
あ
る
や
う
に
覚
え
侍

れ
ど
、
然さ

や
う
の
狂
歌
体
の
歌
ど
も
多
く
侍
る
中
に
侍
る
に
や
。
然し
か
れ
ど
も而
、
い

と
恐
ろ
し
く
聞
こ
ゆ
」
と
し
て
、
こ
の
歌
は
「
負
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。

鯨く
ぢ
ら

捕
る
か
し
こ
き
海
の
底
ま
で
も
君
だ
に
住
ま
ば
波
路
し
の
が
ん

�

（
寄
海
恋
・
左
・
顕
昭
）

こ
の
顕
昭
歌
に
は
色
々
と
論
争
も
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
鯨
は
和
歌

に
は
馴
染
ま
な
い
題
材
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
近
世
に
入
る
と
、
鯨
そ
の
も
の
や
捕
鯨
と
い
う
生な
り
わ
い業
を
詠
ん
だ
歌

も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
和
歌
を
詠
む
側
の
層
の
広
が
り
、
ま
た
題
材

の
広
が
り
、
さ
ら
に
は
和
歌
観
の
変
化
も
与あ
ず
か

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

近
世
後
期
の
北
浦
以
外
の
捕
鯨
を
詠
ん
だ
歌
を
、
一
首
だ
け
ご
紹
介
し
て
お

き
ま
す
。
冒
頭
で
触
れ
た
本
居
大
平
に
国
学
を
学
び
、
紀
州
和
歌
山
の
医
師

加か
の
う納
家
の
養
子
と
な
っ
た
加
納
諸も
ろ
ひ
ら平
の
歌
で
す
。
藩
命
に
よ
り
『
紀
伊
続
風
土

記
』
の
編
纂
に
あ
た
っ
た
諸
平
が
、
藩
内
を
く
ま
な
く
実
地
踏
査
し
た
折
に
詠

ん
だ
一
連
の
歌
群
（
五
二
首
）
の
中
に
捕
鯨
の
歌
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
ま
す
。

『
柿し
え
ん園
詠
草
』〔
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
一
一
月
二
三
日
の
自
跋
、
翌
七
年
刊
〕

に
収
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

ひ
し
投
げ
て
鯨い
さ
な

突つ

く
見
ゆ
逸は
や

鳥と
り

の
翅つ
ば
さ

が
上
に
誰
か
立
つ
ら
む

�

〔
柿
園
詠
草
・
六
九
九
〕

「
ひ
し
」
と
は
銛
の
こ
と
。
巨
大
な
鯨
を
風
土
記
に
登
場
す
る
逸
鳥
伝
説
に

か
ら
め
て
表
現
し
て
い
ま
す
。
刃
刺
役
の
漁
師
に
焦
点
を
あ
て
て
詠
ん
で
い
る

点
は
、
真
澂
の
二
首
目
の
「
雄
叫
び
の
」
歌
と
同
様
で
す
が
、
真
澂
歌
の
よ
う

な
、
躍
動
す
る
力
強
さ
・
雄
叫
び
の
声
な
ど
は
諸
平
歌
に
は
感
じ
ら
れ
ま
せ

ん
。
初
句
・
二
句
で
「
陸お
か

の
上
か
ら
眺
め
た
景
」
を
傍
観
者
的
に
詠
み
、
そ
こ

か
ら
古
代
伝
説
に
思
い
を
馳
せ
て
い
く
…
。
こ
れ
は
こ
れ
で
、
味
わ
い
深
い
歌

で
す
。

「
生
業
の
歌
」
と
い
う
点
で
は
、
真
澂
の
捕
鯨
歌
が
詠
ま
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同

じ
こ
ろ
、「
独
楽
吟
」
五
十
二
首
で
著
名
な
橘
た
ち
ば
な

曙あ
け
み覧
が
、
銀
山
の
坑
内
労
働
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者
を
詠
ん
だ
歌
八
首
を
残
し
て
い
ま
す
。
安
政
七
年
（
一
八
六
〇
）
に
「
堀ほ
り
め名

銀
山
」（
福
井
県
北
東
部
、
飛
驒
郡
代
管
轄
、
現
在
廃
鉱
）
を
訪
れ
て
、
実
際

に
入
坑
し
て
の
詠
で
す
。

人
あ
ま
た
あ
り
て
、
こ
の
業わ
ざ

も
の
し
を
る
と
こ
ろ
見
巡
り
歩あ
り

き
て

�

日
の
光
至
ら
ぬ
山
の
洞ほ
ら

の
内
に
火ひ

灯と
も

し
入
り
て
銀か
ね

掘
り
出
だ
す

�

〔
志し

の

ぶ
濃
夫
廼の

や舎
歌
集
・
一
六
八
〕

赤ま
は
だ
か裸
の
男を
の
こ子
群
れ
ゐ
て
鉱
あ
ら
が
ね

の
ま
ろ
が
り
砕
く
鎚つ
ち

う
ち
ふ
り
て

�

〔
同
・
一
六
九
〕

特
に
二
首
目
の
歌
は
、
裸
の
男
の
群
れ
が
鉱
石
を
打
ち
出
す
作
業
を
ひ
た
す

ら
続
け
る
様
子
を
リ
ア
ル
に
表
現
し
て
い
ま
す
。
坑
夫
た
ち
の
腕
の
盛
り
あ

が
っ
た
筋
肉
。
汗
と
泥
土
・
粉
塵
に
ま
み
れ
た
肌
。
鉱
石
を
砕
く
音
と
異
様
な

臭に
お

い
ま
で
漂
っ
て
来
そ
う
で
、
写
実
の
妙
と
い
っ
た
感
が
し
ま
す
。
正
岡
子
規

は
、「
曙
覧
が
実
地
を
写
し
た
る
歌
の
中
に
飛
驒
の
鉱
山
を
詠
め
る
が
ご
と
き

は
こ
と
に
珍
し
き
も
の
な
り
。〈
中
略
〉
採
鉱
溶
鉱
よ
り
運
搬
に
至
る
ま
で
の

光
景
仔し
さ
い細
に
写
し
出い
だ

し
て
目み覩
る
が
ご
と
し
。
た
だ
に
題
目
の
新
奇
な
る
の
み

な
ら
ず
、
そ
の
叙
述
の
巧た
く
み

な
る
、
実
に
万
葉
以
後
の
手
際
な
り
」〔「
曙
覧
の

歌
」〕
と
評
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
曙
覧
の
歌
に
比
肩
す
る
と
ま
で
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
先
の
真
澂
の
歌

の
写
実
の
妙
味
も
認
め
ら
れ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
古
語
・
故
実
を
駆
使
し
な

が
ら
（
こ
れ
が
鈴
屋
派
の
特
徴
で
も
あ
り
、
ま
た
限
界
で
も
あ
る
の
で
す
が

…
）
写
実
的
な
歌
と
な
っ
て
お
り
、
曙
覧
歌
に
は
な
い
「
学
者
の
歌
」
と
い
っ

た
風ふ
う

の
詠
作
で
す
。
実
は
、
和
歌
史
の
流
れ
の
上
で
は
曙
覧
も
鈴
屋
の
流
れ
を

汲
む
の
で
す
が
、
曙
覧
の
場
合
は
そ
こ
に
踏
み
と
ど
ま
ら
ず
、
自
ら
の
世
界
、

非
常
に
近
代
的
な
感
覚
に
近
い
世
界
を
樹
立
し
え
て
い
る
の
で
す
。
鈴
屋
派
的

な
歌
も
見
ら
れ
ま
す
が
、
曙
覧
の
歌
の
魅
力
は
鈴
屋
派
的
で
な
い
歌
に
こ
そ
あ

る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。・

・

さ
て
、
捕
鯨
の
話
に
戻
り
ま
す
。
長
門
の
北
浦
地
方
で
は
、
古
く
か
ら
鯨
を

食
料
と
し
て
い
た
よ
う
で
、
下
関
の
「
綾あ
や

羅ら

木ぎ

郷ご
う

遺
跡
」（
弥
生
時
代
）
か
ら

は
鯨
の
骨
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
中
世
以
降
、
記
録
類
に
「
流
れ
鯨
」「
寄
り

鯨
」
の
言
葉
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
近
世
に
入
る
と
鯨
を
網
で
包

囲
し
て
銛
で
仕
留
め
る
「
網
取
り
法
」
が
考
案
さ
れ
、
大
人
数
に
よ
る
捕
鯨
、

す
な
わ
ち
「
鯨
組
」
に
よ
る
捕
鯨
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。「
鯨く
じ
ら

墓ば
か

」
や
「
く
じ

ら
祭
」
で
有
名
な
長
門
市
通か
よ
い

地
区
ほ
か
、
瀬
戸
崎
（
仙
崎
）、
川
尻
、
角
島
な

ど
に
「
鯨
組
」
が
組
織
さ
れ
ま
し
た
。「
鯨
一
匹
捕
れ
ば
七
浦
潤
う
」
と
の
言

葉
通
り
、
食
用
肉
の
み
な
ら
ず
鯨
油
・
鬚ひ
げ

・
骨
・
皮
の
利
用
な
ど
、
捨
て
る

部
位
の
な
い
鯨
は
、
北
浦
の
漁
村
に
大
金
を
落
と
し
て
く
れ
た
だ
け
で
な
く
、

「
鯨
運う
ん
じ
ょ
う上
銀ぎ
ん

」
に
よ
っ
て
長
州
藩
の
財
政
も
潤
し
て
く
れ
ま
し
た
。
藩
も
積
極

的
に
保
護
・
振
興
を
図
っ
た
の
で
す
。

鯨
組
の
あ
っ
た
川
尻
の
賑
い
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
り
ま
す
。
安
政
三
年
（
一
八

五
六
）
四
月
か
ら
同
四
年
一
月
ま
で
先
大
津
代
官
を
務
め
た
勝か
つ
ま
た

間
田
盛も
り

稔と
し

（
権

右
衛
門
）
の
長
歌
と
反
歌
（
各
一
首
）
で
す
。
安
政
三
年
十
二
月
に
向む
か

津つ

く具
郷

川
尻
浦
を
視
察
に
訪
れ
た
時
、
捕
鯨
の
場
に
出
く
わ
し
た
も
の
で
、
真
澂
の
和

歌
よ
り
数
年
後
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
歌
は
明
治
に
入
っ
て

「
川
尻
捕
鯨
会
社
捕
鯨
業
調
書
」〔
注
３
〕
に
残
さ
れ
た
も
の
で
す
。
徳
見
光
三

さ
ん
〔
注
４
〕
に
よ
り
夙つ
と

に
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
判
読
不
明
文
字
が

多
か
っ
た
上
に
誤
植
も
あ
り
、
歌
意
の
詳
細
が
捉
え
に
く
く
て
そ
の
ま
ま
等
閑

視
さ
れ
た
よ
う
で
す
（
こ
れ
は
徳
見
さ
ん
が
悪
い
の
で
は
な
く
、
盛
稔
の
歌
を

原
典
か
ら
書
写
し
た
明
治
期
の
人
が
、
ど
う
や
ら
も
と
の
文
字
が
読
め
な
か
っ

た
形
跡
が
あ
り
、
そ
の
た
め
判
読
に
困
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
）。
資
料
そ
の
も
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の
は
現
在
、
山
口
県
文
書
館
に
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
歌
の
部
分
に
は
鉛
筆
で

色
々
な
書
き
込
み
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
色
々
な
方
々
が
解
読
に
苦
心
惨
憺
し
た

よ
う
で
す
。
今
は
国
指
定
重
要
文
化
財
「
山
口
県
行
政
文
書
」
の
一
つ
で
、
書

き
込
み
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
（
鉛
筆
の
書
き
込
み
は
文
書
館
に
入
る
前
に
な
さ

れ
た
も
の
で
し
ょ
う
）。
せ
っ
か
く
の
資
料
で
す
か
ら
、
わ
た
く
し
な
り
に
翻

刻
し
て
通
釈
と
注
を
加
え
て
み
ま
す
（
□
は
不
明
文
字
）。

《
勝
間
田
盛
稔
の
安
政
三
年
「
捕
鯨
の
歌
」》

栲た
く
ぶ
す
ま衾

新し
ら
ぎ
の羅
国く
に

の

わ
た
中
に

直た
だ

に
向
へ
る

向む
か
つ
く

津
具
の

海
は
浜

辺
に

篷と
ま
び
さ
し庇

旅
寝
し
居
れ
ば

朝あ
さ

開び
ら
き

出い
づ

る
百も
も
ふ
ね舟

蜈む
か
で蚣
な
れ

真ま
か
ぢ柁
し
ゞ
ぬ
き

八や
ひ
ろ尋
槍

手た

握に
ぎ
り

持も
ち

て

遠を
ち
こ
ち近
に

網あ

ご子
呼よ
び

か
は
し

波
ひ
く
に

た
ゆ
た
ふ
は
し
に

山
の
如ご
と

来
寄
れ
る
物
の

忽
た
ち
ま
ち

に

う
た
き
と
よ
み
て

天あ
ま

霧ぎ
ら

ふ

息い
ぶ
き吹
の
い
き
に

白し
ら
な
み濤
の

立
の
か
し
こ

し

陽
空
の

磐い
わ
く
す樟
船ぶ
ね

も

い
か
で
か
は

磯い
そ

に
ざ
ら
む
と

人
み
な
の

見み
と
め留
し
居
れ
ば

河
舟
の

も
や
ひ
〳
〵
に

其そ
の
や
ま山
を

引ひ
き

よ
せ
来き
た

る

河
尻
の

賑に
ぎ
は

ふ
見
れ
ば

国
の
□
り

と
き
よ
せ
さ
し
ゝ

神か
み
よ代
し
お

も
ほ
ゆ反

歌

磯
山
に
飛と
ぶ
ひ火
の
烟け
む
り

見
へ
初そ
め

て
網あ

ご子
調
と
と
の
ふ

る
声
の
賑
に
ぎ
は
ひ

《
通
釈
》

新
羅
の
国
の
海
に
真
っ
直
ぐ
に
面
し
て
い
る
向
津
具
の
海
の
浜
辺
で
、

苫
庇
を
持
っ
た
家
、
す
な
わ
ち
苫
屋
に
旅
寝
を
し
て
い
る
と
、
朝
早
く
に

港
を
出
て
行
く
た
く
さ
ん
の
船
は
、
ま
る
で
蜈む
か
で蚣
の
よ
う
で
あ
る
。（
そ

の
）
船
に
は
舵
を
た
く
さ
ん
取
り
付
け
、
非
常
に
長
い
（
槍
の
よ
う
な
）

銛も
り

を
手
に
握
り
持
ち
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
漁
師
た
ち
が
呼
び
あ
っ
て
い

る
。（
鯨
の
動
き
に
つ
れ
て
）
引
き
波
と
な
っ
て
揺
れ
動
く
船
端
に
、（
今

度
は
）
山
の
ご
と
く
に
近
づ
い
て
来
る
鯨
が
、
突
然
、
唸う
な

っ
て
大
き
な
音

を
立
て
て
空
一
面
を
曇
ら
せ
て
呼
吸
を
し
、
噴
き
上
げ
る
白
波
が
立
つ
の

も
す
さ
ま
じ
い
。（
こ
れ
で
は
、
あ
の
堅
牢
で
疾は
や
て風
の
ご
と
き
動
き
を
し

た
と
い
う
伝
説
の
）〔
陽
空
〕
磐
樟
船
も
ど
う
し
て
磯
に
着
岸
で
き
よ
う

か
、
い
や
磯
に
近
づ
け
な
い
、
と
、
人
々
が
（
沖
に
目
を
や
っ
て
）
見
と

ど
け
て
い
る
と
、（
鯨
を
浜
に
引
き
上
げ
る
た
め
の
）
河
舟
が
連
な
り
あ
っ

て
、
そ
の
（
巨
大
な
）
山
の
よ
う
な
鯨
を
引
き
寄
せ
て
く
る
。（
そ
ん
な
）

河
尻
が
賑
う
の
を
見
る
と
、
国
の
□
〔
り
、
と
き
よ
せ
さ
し
し
〕
神
代
の

こ
と
が
し
の
ば
れ
る
。

反
歌

磯
山
に
（
鯨
到
来
の
知
ら
せ
で
あ
る
）
狼の
ろ
し煙
の
煙
が
見
え
始
め
て
、
漁
師

た
ち
が
調
子
を
合
わ
せ
て
唄
う
声
が
賑
や
か
な
こ
と
だ
。

《
注
》

〇
栲
衾
―
「
新
羅
」
の
枕
詞
。

〇
向
津
具
―
現
在
の
長
門
市
油
谷
の
北

西
端
の
半
島
部
の
地
名
。

〇
篷
庇
―
菅
や
茅
で
葺
い
た
庇
。

〇
朝
開

―
早
朝
の
船
出
。

〇
百
舟
―
た
く
さ
ん
の
船
。

〇
し
じ
ぬ
き
―
「
し

じ
ぬ
く
」
は
「
ぎ
っ
し
り
と
貫
く
。
特
に
、
櫂
を
船
に
た
く
さ
ん
取
り
付

け
る
」
意
。

〇
八
尋
槍
―
捕
鯨
の
銛も
り

を
長
い
槍
に
見
立
て
た
。

〇
網

子
―
魚
を
捕
る
た
め
に
網
を
引
く
漁
師
。
あ
み
こ
。

〇
う
た
き
と
よ
み

て
―
「
吼う
た

く
（
四
段
）」
は
「
怒
っ
て
ほ
え
る
、
う
な
る
」
意
。「
響と
よ

む
（
四

段
）」
は
「
響
き
渡
る
、
大
声
で
騒
ぐ
」
意
。

〇
天
霧
ふ
―
「
空
が
一

面
に
曇
っ
て
い
る
」
意
の
動
詞
。

〇
立
の
か
し
こ
し
―
や
や
不
審
。「
立

つ
（「
立
つ
」
の
連
体
形
）
の
か
し
こ
し
」
で
、「（
鯨
の
潮
吹
き
で
白
波

が
）
立
つ
の
が
は
な
は
だ
し
い
」
意
か
。

〇
陽
空
の
―
不
明
。
或
い
は

別
な
字
で
翻
字
す
べ
き
か

〇
磐
樟
船
―
日
本
神
話
に
登
場
す
る
、
鳥
の
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よ
う
に
速
く
岩
の
よ
う
に
堅
固
な
、
樟
で
つ
く
ら
れ
た
船
。

○
磯
に
ざ

ら
む
と
―
や
や
不
審
。「
ぞ
＋
あ
り
」
の
縮
約
形
「
ざ
り
」
の
未
然
形
に

「
む
（
結
び
と
し
て
の
連
体
形
）」
が
接
続
し
た
も
の
と
解
し
て
お
く
。

○
見
留
し
居
れ
ば
―
「
し
」
は
強
意
の
副
助
詞
で
複
合
語
「
見
留と

め
居
る
」

の
間
に
割
り
込
ん
だ
と
考
え
る
。
浜
に
集
ま
っ
た
人
々
（
老
若
男
女
、
漁

師
以
外
）
が
、
沖
の
方
に
目
を
向
け
て
見
つ
め
て
い
る
さ
ま
。
捕
獲
し
た

鯨
と
そ
れ
を
取
り
巻
い
て
運
ん
で
く
る
船
団
を
注
視
し
て
い
る
様
子
。

○
河
舟
―
河
川
で
使
用
す
る
平
底
の
小
舟
。
こ
こ
で
は
、
捕
獲
し
た
鯨
を

浜
に
引
き
上
げ
る
た
め
の
平
底
の
喫
水
の
浅
い
舟
の
こ
と
か
。

〇
も
や

ひ
〳
〵
に
―
船
と
船
と
を
連
ね
て
い
る
さ
ま
、
或
い
は
協
力
し
て
い
る
さ

ま
。

〇
河
尻
―
川
尻
村
。
向
津
具
上
村
・
向
津
具
下
村
と
と
も
に
明
治

期
に
向
津
具
村
と
な
っ
た
。
川
尻
は
良
港
を
持
ち
、
通か
よ
い

、
瀬
戸
崎
（
仙

崎
）
な
ど
と
と
も
に
「
鯨
組
」
が
置
か
れ
、
捕
鯨
が
盛
ん
だ
っ
た
。

○

国
の
□
り
―
□
は
不
明
。「
餘
」
と
も
読
め
そ
う
だ
が
意
を
な
さ
ず
、
や

や
字
形
が
異
な
る
。

○
と
き
よ
せ
さ
し
ゝ
―
「
時
寄
せ
さ
し
し
」
あ
た

り
が
考
え
ら
れ
る
が
や
や
不
審
、
意
味
不
明
。

〇
飛
火
の
烟
―
狼の
ろ
し煙
の

煙
。
岬
の
山
見
の
小
屋
で
鯨
を
発
見
し
た
ら
、
狼
煙
・
旗
・
太
鼓
な
ど
の

合
図
が
出
さ
れ
、
漁
師
た
ち
が
小
舟
に
乗
り
込
み
、
疾
風
の
ご
と
き
速
さ

で
鯨
に
向
か
っ
て
行
っ
た
。

〇
調
る
―
「
調と
と
の

ふ
（
ハ
行
下
二
段
）」
の

連
体
形
。「
調
ふ
」
は
「
そ
ろ
え
る
、
調
子
・
音
律
を
合
わ
す
」
意

山や
ま
み見
（
海
辺
の
高
所
に
設
け
た
鯨
の
番
小
屋
）
か
ら
の
一
報
を
受
け
て
、
船

団
が
鯨
に
向
か
い
、
巨
大
な
鯨
に
銛
を
片
手
に
立
ち
向
か
う
さ
ま
、
そ
し
て
激

し
く
潮
を
噴
き
上
げ
る
鯨
の
さ
ま
が
活
写
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
の
真
澂
歌
と
異

な
る
の
は
、
捕
獲
後
に
も
触
れ
る
こ
と
で
、
長
歌
ゆ
え
こ
こ
ま
で
詳
述
で
き
た

の
で
す
。
浜
辺
に
立
っ
て
沖
を
見
る
老
若
男
女
。
力
を
あ
わ
せ
て
浜
辺
に
鯨
を

引
き
上
げ
る
漁
師
た
ち
。
皆
が
力
を
あ
わ
せ
て
捕
鯨
と
い
う
大
仕
事
を
成
す
さ

ま
を
生
き
生
き
と
描
い
て
い
ま
す
。
反
歌
の
末
尾
の
「
賑
に
ぎ
わ
ひ

」
と
い
う
言
葉
が
、

川
尻
浦
の
繁
栄
を
端
的
に
表
し
て
い
ま
す
。
何
だ
か
、
読
ん
で
い
て
こ
ち
ら
も

小
躍
り
し
て
き
そ
う
な
、
勇
壮
で
誇
ら
し
い
歌
で
す
。

最
後
に
あ
と
二
首
、
捕
鯨
の
歌
を
ご
紹
介
。

北
浦
捕
鯨
を
詠
ん
だ
歌
で
は
、
長
門
市
仙
崎
の
八
坂
神
社
所
蔵
の
「
鯨
捕
獲

絵
図
」
に
書
か
れ
た
歌
が
有
名
で
す
〔
注
５
〕。
地
元
の
方
々
の
ご
尽
力
で
大

切
に
保
存
さ
れ
、
現
在
、
絵
図
は
市
の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

成
立
年
代
の
詳
細
は
不
明
で
す
が
、
江
戸
時
代
後
期
ご
ろ
の
も
の
と
か
。
注
５

の
論
考
で
は
、
と
も
に
嶋
田
靖
代
さ
ん
の
手
に
な
る
翻
刻
と
口
語
訳
が
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
詳
細
は
そ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
こ
で
は
、
歌
の
み
を
転

載
い
た
し
ま
す
。

い
さ
子
等
が
沖
の
し
ほ
ど
に
舟
な
づ
て
鯨
と
る
手
の
こ
こ
だ
ゆ
ゆ
し
も

�

名
に
し
あ
ふ
し
つ
ら
の
う
ら
の
う
ら
し
ほ
に
う
ら
ぐ
は
し
か
や
鯨
よ
せ
に

き

・

・

近
世
後
期
の
北
浦
捕
鯨
は
、
全
国
的
に
見
る
と
そ
の
規
模
や
漁
獲
高
の
点

で
、
熊
野
捕
鯨
の
太た
い
じ地
浦
（
紀
州
藩
）
や
西
海
捕
鯨
の
生い
き
つ
き月
島し
ま

（
平
戸
藩
）
の

そ
れ
よ
り
は
小
さ
な
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な

捕
鯨
の
実
景
歌
が
複
数
の
歌
人
た
ち
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
、
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
広
く
知
ら
れ
て
よ
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
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〔
注
〕

注
１
―�

拙
稿
「「
抄
宗
寮
叢
書
」
と
福
原
元
僴
の
『
緑
浜
詠
草
』」（『
語
文
』
158

輯
、
Ｈ
29
・
６
）、
拙
稿
「〔
資
料
紹
介
・
翻
刻
〕
宍
戸
真
澂
『
に
ほ
の

う
き
す
』・
福
原
元
僴
『
緑
浜
詠
草
』
─
─
禁
門
の
変
に
関
与
し
た
長

州
藩
士
の
歌
集
─
─
」（『
桜
文
論
叢
』
95
巻
、
Ｈ
29
・
９
）。

注
２
―
河
野
良
輔
『
長
州
・
北
浦
捕
鯨
の
あ
ら
ま
し
』
Ｈ
17
・
５
参
照
。

注
３
―
山
口
県
文
書
館
蔵
、
請
求
番
号
「
戦
前
Ａ
農
業
四
九
四
」。

注
４
―
徳
見
光
三
『
長
州
捕
鯨
考
』
Ｓ
32
・
12
。

注
５
―�

長
門
市
郷
土
文
化
研
究
会
編
『
郷
土
文
化

な
が
と
』
の
17
号
〔
中
野

良
彦
「
仙
崎
八
坂
神
社
三
つ
の
謎
」
Ｈ
17
・
５
〕・
19
号
〔
河
野
良
輔
「
八

坂
神
社
の
絵
馬
「
捕
鯨
図
会
」
に
ま
つ
わ
る
北
浦
捕
鯨
に
つ
い
て
」
Ｈ

19
・
５
〕
な
ど
で
紹
介
。
注
２
の
著
書
で
も
触
れ
ら
れ
る
。

※�

和
歌
の
引
用
は
、
宍
戸
真
澂
歌
は
注
１
、
勝
間
田
盛
稔
歌
は
注
３
、
八
坂
神

社
の
歌
は
注
５
、
そ
の
他
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
依
っ
た
が
、
適
宜
仮
名

を
漢
字
に
改
め
て
引
用
。
ま
た
振
り
仮
名
は
全
て
稿
者
の
私
解
に
よ
る
。

�

（
お
の
・
よ
し
の
り
）
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