
平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍

丹

羽

博

之

蛍
は
童
謡

「
ほ
た
る
」
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
謡
を
翻
訳
し

た

「
蛍

の
光
」

に
も
歌
わ
れ
、
古
来
夏

の
風
物
と
し
て
日
本
人

に
慣
れ
親
し
ま
れ
て
き
た
。
古
典
作

品
に
詠
ま
れ
た
蛍
に

つ
い
て
は
、
上
野
理
氏
「
伊
勢
物
語

の
藤
と
蛍
」
(
『東
洋
文
学
と
研
究
』
第
十
九
号

)、
鶴
田
光
恵
氏
「
蛍
小
考
-
平
安
時
代
を
中
心

に
ー
」
(
『国

文
目
白
』
十
二
号
)
等

の
御
論
文
が
あ
る
。
ま
た
、
中
国
文
学

に
詠
ま
れ
た
蛍

に
関
し
て
は
、
山
崎
み
ど
り
氏

「
蛍

の
イ
メ
ー

ジ
」
(
『
中
国
詩
文
論
叢
』
第
三
集
)

が
あ
り
、
同
論
文
で
は
日
本
文
学
に
詠
ま
れ
た
蛍
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
る
。
山
崎
氏
論
文

の
発
表
と
相
前
後
し
て
、
私
も
平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍
に
つ
い
て

口
頭
発
表
し
た
(
平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍
ー
漢
詩
文
受
容

の

一
側
面
ー
和
歌
文
学
会
関
西
例
会

一
九
八
四
年
四
月
二
十

一
日
於
大
阪
大
学
)。
山
崎
氏

の
見
解

と
私
見
と
で
は
大
筋
に
お
い
て
は

一
致
す
る
も

の
の
、
尚
、

一
部
見
解
を
異

に
す
る
箇
所
も
あ
り
、
本
稿
で
は
平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍

の
詠
を
中
心

に
卑
見
を

述
べ
た

い
。

一
、

上

代

に
詠

ま

れ

た

蛍

蛍
が
文
学
作
品
に
登
場
す
る
の
は
上
代

か
ら
で
あ

る
が
、

A

然
彼
地
多
有
二
蛍
火
神
及
蝉
声
邪
神

}

平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍

そ

の
数

は
僅

か
で
あ

る
。

(85)

恥



B

平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍

少
無

二
蛍

雪

志

[

長
無

二
錦
綺

工

}

C
幽
こ
の
月
は

君
来
ま
さ
ん
と

3
蛍
な
す

ほ

の
か
に
き
き
て

大
舟

の

思
ひ
頼

み
て

い
つ
し
か
と

我

が
待

ち
を
れ
ば

も

み
ち
葉

の

(
『
日
本
書

紀
』
神

代

下

)

(
丹
塚
広
成

「
述
懐
」

『懐
風
藻
』
)

過
ぎ
て
去

に
き
と

玉
梓

の

使

ひ
の
言

へ
ば

(
『
万
葉
集
』
巻
十
三
挽
歌
。
本
文
、
訓

は
日
本
古
典
文
学
全
集

に
拠

る
。
)

等
が
上
代
文
学
に
表
わ
れ
た
数
少
な

い
蛍

の
例

で
あ
る
。
書

紀
の
例

の

「
蛍
火
の
神
」
(
ホ
タ

ル
ヒ
ノ
カ
カ
ヤ
ク
カ
ミ
)
は
神

の
威
光
を
蛍
光

に
例
え

た
も

の
で
あ

り
、
『
懐
風
藻
』

の
例
も
、
中
国

の
名
高

い
車
胤
、
孫
康

の
故
事
を
詠
ん
だ
も

の
で
あ
り
、
『
万
葉
集
』

の
場
合
も

「
ほ

の
か
に
」

の
枕
詞
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
、
上
代
文
学
で
は
蛍
が
登
場
す
る

こ
と
は
極
め
て
少
な
く
、
し
か
も
蛍
そ

の
も

の
が
、
景
物
、
素
材
と
し
て
正
面
か
ら
詠
ま
れ
た
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

ま
た
、
平
安
前
期

に
お

い
て
も

絢

客
断

二
柳
門

「群
雀
燥

書
晶
二
蓬
室

[晩
蛍
来

ー

(桑
原
宮
作

「
伏
枕
吟
」
『
凌
雲
集
』
)

悲
栽
家
上
新
生
樹

実
放
窓
頭
旧
聚
蛍

(
「
傷
二
巨
三
郎

一、
寄
二
北
堂
諸
好
事

こ

『菅
家
文
草
』
巻

二
)

等

の
例
は
共

に
蛍
雪
之
功

に
よ
る
観
念
的
な
詠
ま
れ

か
た
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

一
方
で
は

潭
鳥
鳴
号
音
冷

岸
蛍
落
号

火
微

(
仲
雄
王

「
重
陽
節
神
泉
苑
賦
二
秋
可
ワ
哀

応
制

一
首
」

『経
国
集
』
巻

一
)

と

『経
国
集
』
に
お
い
て
初
め
て
蛍

は
秋

の
景
物
と
し
て
登
場
す
る
。

一
方
、
平
安
朝
和
歌
に
目
を
転
じ
て
み
る
と

『万
葉
集
』

で
は
僅
か
に

一
例
し
か
蛍
は
詠
ま
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
枕
詞
的
な
詠
ま
れ
方

で
あ

っ
た
が
、
平
安
朝

和
歌

に
な
る
と

一
挙
に
詠
ま
れ
る
数

が
増
大
す

る
。
そ

の
先
鞭
を

つ
け
た
と
思
わ
れ
る
現
存
最
古

の
例
と
し
て

鵬



(前

略

)
や

ど
り

の
方

を
見

や

れ
ば
、

海

人

の

漁
火
多

く
見

ゆ

る
に
、

晴

る

・
夜

の
星

か

河
辺

の
蛍

か
も

わ

が
住

む
か

た

の
海

人

の
た
く
火

か

か

の
あ

る
じ

の
お

と

こ
よ

む

(
『
伊
勢
物
語

』
八

七
段

)

が
挙

げ

ら
れ

る
。

こ

の
業
平

の
詠

と
思

わ

れ
る
歌

は
漁

火
を

晴

れ

た
夜

の
星

か
、
河

辺

の
蛍

か

と
見

紛
う

と

い
う

見

立

て
で
あ

り
、

上
代

に
は
見
ら
れ

な

か

っ
た
新

し

い
詠
ま

れ
方

で
あ

る
。

以

下
、

こ
の
よ

う

な
見

立
て

の
例
を
挙

げ

る

と

(
鷹
靡

花

)

右

友

則

わ

た

つ
み

の
沖
な

か
に

ひ

の
は
な

れ

い
て

・
燃
ゆ

と

み

ゆ
る

は
あ
ま

つ
ほ
し

か
も

(
「
宇
多

院
物

名

歌
合

」
萩

谷
朴
氏

『平
安

朝

歌
合
大

成
』

に
よ
る
。

以

下
、

歌
合

は
同
書

に
よ

る
。

『拾
遺

抄
』

で
は
伊
勢

の
作

)

(
延
喜

二
年

五
月
中
宮

御

屏
風

の
歌

二
十

六
首

)
う

か
は

η6

期
大
空

に
あ

ら

ぬ
物

か
ら
川

か
み

に
ほ
し

と
そ
見

ゆ

る
か

か
り

火

の
影

(
「
紀
貫
之

」

正
保

版
本

「
歌

仙
家
集

」
『
私
家
集

大
成

中
古

1
』

以
下

、
私
家
集

は
同
書

に
よ
る
。
)

魏
ゆ

ふ
や

み

に
あ

ま

の

い
さ

り
火
見

え

つ
る

は
ま

か
き

の

し
ま

の
ほ
た
る
な

り
け

り
。

(
「
順

百
首
好
忠

I
」
所
収

)

宇

治

前
太

政
大

臣
晋
講

の
の
ち
う

た
あ

わ

せ
し

は

べ
り
け

る
に
ほ

た
る
を

よ
め

る

藤

原
良

経
朝

臣

脚
さ

は
み

つ
に
そ

ら
な

る

ほ
し

の
う

つ
る
か
と

み
ゆ

る
は

よ
は

の
ほ
た
る
な

り
け

り

(
『
後
拾
遺
集

』
巻

三
夏

)

等

が
星

と
蛍

と
漁
火

の
見

立

て
を

詠

ん
だ
初
期

の
代
表
的

な

例

で
あ

り
、
時

代

が
下

っ
て
も

こ
れ
ら

の
見

立

て
は
詠
ま

れ
て

い
る
。

こ
れ

ら

の
見
立

て

の
例

は
現
存

す

る
資
料

で

は
在

原
業

平

の
例
を

嗜
矢

と
し

て
、

平
安
朝

和

歌

に
は
数
多

く
詠

ま
れ

て

い
る
。
上

代

の
文

学
作

品

で
は
蛍

は
殆

ど
詠
ま

れ

る

こ
と

が
な

く
、

詠
ま

れ

平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍

"



平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍

た
と
し
て
も
枕
詞
に
用
い
ら
れ
て

い
た
り
、
蛍
雪

の
功
の
故
事
と
し
て
観
念
的

に
詠
ま
れ
て
い
る
の
と
は
趣
を
異
に
す

る
。

上
代
の
作

品
に
余

り
例
が
な
く
、
平
安
朝
に
な
り
、
所
謂
国
風
暗
黒
の
時
代
以
降

に
急
速
に
文
学
作
品
と
し
て
詠
ま
れ
る
例

の
多

く
は
、
漢
詩
文

の
影
響

の
下
に

新
し
く
文
学
素
材
と
し
て
獲
得

さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
蛍
も
同
様
で
、
以
下
に
挙
げ
る
よ
う
な
漢
詩

の
詠
ま
れ
方
の
影
響

が
考
え
ら
れ
る
。

騰
空
類
星
阻

空

に
騰

れ
ば

星
隈

つ
に
類
す

払
樹
若
花
生

樹
を
払

へ
ば

花
生
ず

る
が
若
し

井
疑
神
火
照

井

に
は
神
火
の
照
る
か
と
疑
ひ

簾

似
夜
珠

明

簾

に
は
夜
珠

の
明
き
に
似
た
り

(
梁
簡
文
帝

「
詠
蛍
」
『
芸
文
類
聚
』
巻
九
十
七
虫
劣
部

・
蛍
火

『
初
学
記
』
巻
三
十

・
蛍
)

穎
若
飛
火
炊
之
宵
逝

穎
と
し

て
飛
姦

の
宵

に
逝

く
が
如
し

鋤

彗
如
星
移
之
雲
流

彗
と
し
て
星
移
り
て
雲
に
流
る
る
が
如
し

ー

(
晋
溢
安
仁

「
蛍
火
賦
」
同
)

入
林
如
燐
影

林

に
入
れ
ば

燐

の
影
の
如
し

度
渚
若
蛍
飛

渚
を
度
れ
ば

蛍
の
飛

ぶ
が
若
し

(
梁
元
帝

「
詠
二
池
中
燭
影

こ
)

等
、
六
朝
詩
を
中
心

に
、
蛍
と
星
と
火
の
見
立
て
は
さ
か
ん
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
奈
良
、
平
安
朝
人
が
愛
用
し
た
と

い
わ
れ
る

『
初
学
記
』
『芸
文
類
聚
』

の

「
蛍
」
に
も
収
め
ら
れ
て
り
、

日
本

の
漢
詩

に
も

こ
れ
ら
の
見
立
て
は
詠
ま
れ
て
い
く
。

非

レ
燈
非
レ
燭
又
非
レ
蛍

驚
見
荒
村

一
小
星

間
得
家
翁
沈
レ
病
困

夜
深
松
節
照
二
柴
局

一

(「
野
村
火
」
『
菅
家
文
草
』
巻
四
)



こ
の
菅
原
道
真

の
詩

に
も
、
と
も
し
火
、
蛍
、
星

の
見
立
て
は
詠
ま
れ
て
お
り
、
特

に
、
起
、
承
句

は
前
掲

の

『伊
勢
物
語
』

の

「
晴
る
る
夜

の
星
か
河
辺
の
蛍

か
も

わ
が
す

む
か
た
の
あ
ま
の
た
く
火
か
」
の
詠
ま
れ
方
と
類
似
し
て

い
る
。

こ
の
ほ
か
時
代

は
下
る
が
、
よ
く
似
た
詠
ま
れ
方
と
し
て

乱
過
弧
聚
来
水
閣

乱
れ

て
弧
聚
を
過
ぎ

水
閣

に
来
た
る

飛
交

一
葉
類
漁
舟

飛

び
て

一
葉

に
交
り

漁
舟

に
類
す

レ
ヨ
ぎ
ロ

望
光
屡
誤
載
星
節

光
を
望
め
ば
屡
ば
誤
る

星
を
載
く
節
か
と

翫
景
方
疑
捷
燭
遊

景
を
翫

べ
ば
方
に
疑
ふ

燭
を
捷
る
遊
び
か
と

(
惟
宗
孝
言

「
翫
蛍
」
の

一
部

『本
朝
無
題
詩
』
巻

三
)

が
あ
り
、
あ
た
か
も
蛍

の
詠
の
集
大
成

の
よ
う
な
詠
ま
れ
方
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
連
想

が
当
時

日
本
の
詩

人
達

に
ご
く

一
般
的

に
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
示

す
も

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
、
舟

の
火
と
星

の
見
立
て
と
し
て

岸
上
松
声
眠
裏

雨

舟
中
火
星
望
前
星

田6

(
淳
和
帝

「
奉
レ
和
二
江
亭
暁
興

一、
呈
二
左
神
策
藤
将
軍

二

『凌
雲
集
』
)

の
例
も
あ
る
。

さ
て
、
平
安
朝
和
歌

の
蛍
の
見
立
て
に
戻

っ
て
考
え
て
み
る
と
、

こ
れ
ら

の
例

は
や
は
り
日
中

の
漢
詩

に
倣

っ
て
そ

の
ま
ま
ス
ト

レ
ー
ト
に
和
歌

に
翻
案
さ
れ
た

と
考
え
る
べ
き

で
あ

ろ
う
。
次

に
現
存
す

る
最
古

の
例
で
あ
る

『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段

の
在
原
業
平

の
詠

に

つ
い
て
考
え
て
み
る
。
八
十
七
段
の
布
引
の
滝
行
楽

に
は
兄

の
行
平
も
同
行
し
て

い
る
。
行
平
は
古
今
集

真
名
序
で

「
以
他
才
聞
」
と
称
さ
れ
た
よ
う

に
漢
詩

文
の
造
詣

の
深

い
人
物

で
あ
り
、
そ
う
し
た
兄
や
同
行
し

た
中

に
も

い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
漢
詩
文

の
素
養

の
深

い
人
人
を
意
識
し
て
在
原
業
平
は
こ
の
歌
を
詠

ん
だ
も

の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
歌
に
対
し
て
、
兄
行
平

を
は
じ

め
同
行

の
人
人
は
す
ぐ

に
前
掲

の
漢
詩

の
表
現
が
脳
裏

に
浮
か
ん
だ
も

の
と
思
わ
れ
る
。
芦
屋

の
浜
か
ら
遠
く
紀
州
ま
で
弧
を
描
く
大
阪
湾

に
浮
か
ぶ
海
人

の
漁
火
を
漢
詩

の
表
現
を
下
敷
き

に
し
な
が
ら
巧
み
に
詠
ん
だ
当
意
即
妙

の
歌
才

に
並

み
居
る
人
は
舌
を
巻
き
、
感
嘆
し
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
歌
を

一
読
し
て
漢
詩

の
表
現

の
背
景
を
理
解
し
な
け
れ
ば
詠
者

の
意
図
を
正
し
く
理
解
し
た

こ
と

に
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
当
時

の
人

の
真

の
鑑
賞
態
度

に
も
迫
れ
な
い
。

平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍



平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍

三

、

蛍

と

『
礼

記

』

月

令

編

蛍

の
詠
は
平
安
朝

に
な

っ
て
漸
く
多
様
化

の
傾
向
を
示
す

が
、
そ
の
中

に
は
次
の
よ
う
な
奇
妙
な
歌
も
詠
ま
れ
た
。

置
く
露
に
朽
ち
ゆ
く
野
辺

の
草

の
葉
や
秋

の
蛍
と
な
り
わ
た
る
ら
む

(
「
是
貞
親
王
歌
合
」
(
寛
平
安
五
年
九
月
以
前
秋
)
『夫
木
抄
』

で
は
忠
峯

)

朽
ち
ゆ
く
野
辺
の
草

の
葉
が
秋

の
蛍
と
な
る
と

い
う

の
は
現
代
人

の
感
覚

か
ら
は
何

の
こ
と
か
理
解

に
苦
し

む
。
し
か
し
、

こ
れ
も

『礼
記
』
「
月
令
篇
」

の

季
夏
之
月

腐
草
為
レ
蛍

は

　

を
念
頭
に
置

い
て
詠
ま
れ
た
も

の
で
あ

り
、
「
腐
草
為
レ
蛍
」
を
背
景
に
お

い
て
理
解

し
な
け
れ
ば
、

こ
の
歌

の
正
し

い
解
釈

は
導
き
出

せ
な

い
。
ま
た
、
『
白
氏

六

帖
』

(巻

二
九

・
蛍
)
に
も

腐
草
化
為
レ
蛍
簿
腹
駄

鋤

と
み
え
る

(本
間
洋

一
氏

「
王
朝
和
歌

の
表
現
と
漢
詩
文
に

つ
い
て
1
中
古

・中
世
私
家
集

の
世
界
と

『
朗
詠
集
』

の
こ
と
な
ど
ー
」
『和
漢
比
較
文
学
』

六
号

平

ー

成

二
年
十
月
)。

『礼
記
』
「
月
令
篇
」
が
当
時

の
人
人
に
馴
染
ま
れ
て

い
た
こ
と
は
、
同
じ
く

「
孟
春
之
月

東
風
解
レ
氷
」
を
踏
ま
え
た

袖

ひ
ち

て
む
す
び
し
水

の
氷
れ
る
を
春

立

つ
け

ふ
の
か
ぜ
や
と
く
ら
む

(
『古
今
集
』
巻

一
春
上

)

の
例
を
見
る
ま
で
も
な
く
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の

「
腐
草
為
レ
蛍
」
は

応
レ
知
腐
草
蛍
先
化

且
泣
炎
州
鼠
独
生

(
「路
次
観
二
源
相
公
旧
宅
訥
有
レ感

」
『菅
家
文
草
』
巻
二
)

変
化
有
レ
時
生
腐
草

変
化
時
有
り
て

腐
草
よ
り
生
ず

「



浮
沈
不
定
度
清
流

浮
沈
定
ま
ら
ず

清
流
を
度
る

(
惟
宗

孝

言

「
翫

レ
蛍
」

『
本

朝
無

題

詩
』

巻

二

)

等

の
例

を

は
じ

め
、
中

国

の
漢
詩

に
も

し

ば
し

ば
そ

の
例

を

見

る
。

し

か
し
、

和
歌

の
例

に
は
管

見

の
及

ぶ
か
ぎ

り

に
お

い
て

は
他

の
例

は
殆

ん

ど
見

え
な

い
。

思
う

に
、

こ

の

「
腐

草
為

レ
蛍

」
は

日
本

人

の
感

覚

に

は
合

わ
ず

、

そ
れ

ゆ

え
、
漢

詩
文

と
深

い
結

び
付

き

を
有

す

る

「
是

貞
親

王
歌

合

」
と

い
う
特

殊

な
歌

合

以

外

で

は
詠
ま

れ

る

こ
と

が
殆

ど
無

か

っ
た

の
で
あ

ろ

う
。

中

世

に
な

っ
て
、

漸

く

97
故

里

は
葦

の
八
重

ぶ
き

朽

ち
果

て

て
蛍

の
み

こ
そ

ひ
ま

な

か
り

け

れ

(
「有

房

H
」
)

95
沢

辺
な

る
草

の
し

た
葉

や
朽

ち

ぬ
ら

ん
蛍
飛

ぶ
な

り
夏

の
暮
方

(
「
公

賢

」
)

な

ど

の
例

を
僅

か

に
見

る

(
前
掲

本

間
氏
論

文

)。

Dω

一
口
に
和
歌

に
お
け

る
漢

詩
文

受
容

と

い

っ
て
も

千

差

万

別

で
あ

り

、
歌

人

た
ち

は

や

み
く
も

に
和
歌

に
漢

詩

的
表

現

を
摂

り

入
れ

た

の
で

は
な

く
、

そ

こ
に
は

や

は
り
、

自

つ
と

日
本

人

の
美
意

識

、
情
趣

に
沿
う

よ

う
取

捨

選
択

が
行

わ

れ

た
。

そ

の
結

果

、

日
本

人

の
感

覚

に
合

わ
な

い

「
腐
草

為
レ
蛍

」

は

自
然

と

排

除

さ

れ
、
他

の
歌

人

た
ち

に
は
詠

ま

れ
な

か

っ
た

の

で
は
な

い
だ

ろ

う

か
。
先

に
取

り
上

げ

た
、

蛍
と

星

と
漁

火

の
連

想

が
日
本

人

の
美

的
感

覚

に
も

合

い
、

以
後

も
盛

ん

に
詠
ま

れ

て

い

っ
た

の
と
は
好

対

照
を

な
す

。

四
、

蛍

と

恋

歌

次
に
、
恋
歌

に
詠
ま
れ
た
蛍
の
例
を
示
す
。

寛
平
御
時
后
宮
歌
合

の
歌

紀
友
則

平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍



平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍

脱
夕
さ
れ
ば
蛍
よ
り
け

に
燃
ゆ
れ
ど
も
光
見
ね
ば
や
人

の
恋
し
き

姐
さ
よ
ふ
け
て
我
が
待

つ
人
や
今
く
る
と
驚
く
ま
で
も
照
ら
す
蛍
か

蛍

の
飛

び
あ

り

き
け

る
を

、

「
か

れ
を

と

ら

へ
て
」
と

こ

の
わ

ら

は

に

の
た
ま

は
せ
け

れ

ば
、

と

て
き

こ
え
さ

せ
け

る
。

つ

つ
め

ど
も

か
く

れ

ぬ
も

の
は
夏

虫

の
み
よ

り
あ

ま

れ

る

お
も

ひ
な

り
け

り

(
古
今
集
巻
十
二
恋

二
)

(
『古
今
集
和
歌
六
帖
』
巻
六
ほ
た
る
)

汗
診

の
袖

に
ほ
た
る
を
を
と
ら

へ
て

つ
つ
み
て
御
覧
ぜ
さ
す

(
『
大
和
物
語
』
四
十
段
)

こ
の
よ
う

に
、
上
代
で
は
殆

ど
詠
ま
れ
る
こ
と

の
な
か

っ
た
蛍
は
古
今
集
時

代
に
な
る
と
恋
歌

の
中

に
も
詠
ま
れ
始
め
る
。
古
今
集
時
代
に
な

っ
て
急
速
に
恋
歌

に
詠
ま
れ
る
理
由
を
考
え
た
場
合
、
や
は
り
先
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
以
下

に
挙
げ

る
よ
う
な
漢
詩

の
影
響
で
あ
る
。
就
中
、
六
朝
時
代

に
流
行
し
た
閨
怨
詩
が
考
え

勿

ら
れ
る
。

ω

窓
中
度
二
落
葉

一

簾
外
隔
二
飛
蛍

　

(
梁
何
遜

「
閨
怨
」
『
玉
台
新
詠
集
』
巻
五

)

草
蛍
飛
二
夜
戸

一

糸
虫
緯
二
秋
壁

一

(皇
太
子
簡
文

「
楚
妃
嘆
」

同
巻
七
)

初
霜
唄
二
細
葉

一

秋
風
駆
二
乱
蛍

↓

(
同

「
秋
閏
夜
思
」
巻

七
)

流
蛍
漸
収
レ
火

絡
緯
欲
レ
催
レ
機

爾
時
思
二
錦
字

一

持
二
製
行
人
衣

一

(
梁
王
均

「
秋
夜
二
首

(
其

一
)
」
)

▲



盤
桓
徒
筒
夜
已
久

蛍
火
双
飛

入
二簾

晦

西
北
風
来
吹
二
細
腰

一

東
南
月
上
浮
二
繊
手

一

(
初
唐

劉
希

夷

「
濤

衣
篇

」
)

夕
殿
蛍
飛
思
情
然

弧
燈
挑
尽
未

レ
成
レ
眠

(
中
唐
白
居
易

「
長
恨
歌
」
)

こ
の
よ
う

に
蛍
は
女
性

の
孤
独
な
閨

の
秋

の
景
物
と
し
て
、
絡
緯

(
は
た
お
り
虫

)
と
と
も
に
秋

の
閨
怨
詩
と
強
く
結

び

つ
い
て

い
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
前
掲

山
崎

み
ど
り
氏
論
文
で
は

「
六
朝
期

か
ら
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
閨
怨
詩

の
例

は
非
常

に
少
な

い
。
蛍
は
中
国
人
の
閨
怨
的
な
情
調
を
呼

び
お
こ
す
素
材

で
は
な

か

っ
た
ら
し

い
。
」
と
述

べ
ら
れ
る

こ
と
と
私
見

と
で
は
相
反
す
る
。
唐
詩

に
な
る
と
、
そ
も
そ
も
閨
怨
詩
自
体

が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、

い
き
お

い
蛍
は
閨
怨

的
な
情
調
を
呼

び
起

こ
し

に
く

い
こ
と
は
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

山
崎
氏
論
文
で
も
引
用
さ
れ
た
盛
唐
王
維
の
閨
怨
詩

「
班
姥
好
」

の

玉
窩
蛍
影
度

金
殿
人
声
絶

3ーω

秋
夜
守
二
羅
帷

一

弧
燈
歌
不
レ
滅

を
始
め
、
前
掲
の
劉
希
夷
、
白
居
易
等

の
閨
怨
詩
等
秋
閏
と
蛍

の
結

び

つ
き
、
連
想

は
用
例

は
少
な

い
な
が
ら
も
脈

々
と
続

い
て

い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

六
朝
時
代
を
中
心
に
盛
ん
に
詠
作
さ
れ
た
閨
怨
詩

が
古
今
集
時
代
の
恋
歌
に
も
影
響
を
及

ぼ
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
山
口
博
氏

(
「
小
町
閨
怨
」
『中
古
文
学
』

二
十
二
号

一
九
七
八
年
九
月
)
、
泉
紀
子
氏

(「
新
撰
万
葉
集

に
お
け

る
漢
詩

と
和
歌
」
『
女
子
大
文
学
』
第
三
十
二
号

一
九
八

一
年
三
月
)
の
考
察
が
あ
り
、
私
も
「
曽

丹
集

と
閨
怨
詩
」

(
『国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
』
第
十
三
号

]
九
八

一
年
四
月

)
に
お

い
て
、

『玉
台
新
詠
』
な
ど
の
閨
怨
詩

の
平
安
朝

和
歌

へ
の
投
影
を
述
べ
た
。

こ
の

よ
う

に
、
古
今
集
時
代

の
和
歌
と
閨
怨
詩

(
日
本
漢
詩

の
も
含
む
)
の
間
に
は
密
接
な
関
係

が
認
め
ら
れ
る
。
先

に
挙
げ
た
蛍
が
詠
ま
れ
た
恋
歌
も
そ

の
延
長
線
上

に
お

い
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

但
し
、
恋
歌
の
場
合

は
蛍

の
火
に

「
恋

の
思

ひ
」
「
胸

の
熱
き
思

ひ
」
が
掛
詞
と
し

て
用

い
ら
れ
、
更
に
は

「
燃
ゆ
」
と
縁
語
に
な

り
、
和
歌
的
修
辞
技
巧
と
し
て

の
興
趣
を
併

せ
持

つ
よ
う

に
な

っ
た
。
閨
怨
詩

で
は
蛍
は
単

に
孤
閨

の
描
写
、
素
材

と
し
て
詠
ま
れ
て

い
る
の
に
対
し
て
、
和
歌
で
は
蛍

の
灯
す
火
か
ら
燃
ゆ
る
胸

の
思

い
を
か
き
た
て
る
も

の
と
し
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
忍

ぶ
恋

の
情
調

に
合
致
し
た
詠
ま
れ
方

に
な

っ
て

い
る
。
恋
歌

の
蛍
は
、
平
安
歌
人
の
好
み
に
沿
う

べ
く
、

平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍

酬



平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍

掛
詞
、
縁
語
を
用

い
て
日
本
化
さ
れ
、
よ
り
深
化
さ
れ
た
詠

み
ぶ
り
に
な

っ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。

次

に

一
首

の
和
歌

の
中
に
蛍
と
蝉

が
詠
ま
れ
て

い
る
例

に
つ
い
て
考
察

を
加
え
る
。

鵬
明
け
た
て
ば
蝉

の
を
り
は

へ
泣
き
く
ら
し
夜
は
蛍

の
燃
え

こ
そ
わ
た
れ

(
『
古
今
集
』
巻
十

一
恋

一
)

魏
昼
は
な
き
よ
る
は
も
え
て
そ
な

か
ら
ふ
る
ほ
た
る
も
せ
み
も
我
身

な
り
け
り

(
つ
ら
ゆ
き

『
古
今
和
歌
六
帖
』
巻
六

ほ
た
る
)

鳴
く
蝉
も
も
ゆ
る
蛍
も
身

に
し
あ
れ
ば
夜
昼
も

の
ぞ
か
な
し
か
り
け
る

(
『宇
津
保
物
語
』
「
祭

の
使
」
)

17
ひ
る
は
蝉
よ
る
は
蛍
と
身
を
な
し
て
鳴
き
く
ら
し
て
は
も
え
あ

か
す
か
な

(
「
定
頼

H
」
)

のω

等
そ

の
例
は
少
な

く
は
な

い
。

『
古
今
集
』
の
例
に

つ
い
て
小
沢
正
夫
氏

は

「
上

の
句
と
下
の
句

と
の
用
語
も
文
脈
も
対
偶
を
な
し
て

い
る
の
は
漢
詩

の

一
節
の
よ
う

で
あ
る
。
」
と
評
さ
れ
て

い
る

(
日
本
古
典
文
学
全
集

『古
今
集
』
)
。
万
葉
集

に
蝉
を
詠
ん
だ
例
は
、
次

に
挙
げ

る
よ
う

に
僅
か
で
あ
る
。
蝉
を
詠
ん
だ
歌

の
系
譜
を

見
る
と
、

蝉
を
詠
む

醐
黙
も
あ
ら
む
時
も
鳴
か
な

む
ひ
ぐ
ら
し

の
物
思
ふ
時
に
鳴
き

つ
つ
も

と
な

(
「
夏
雑
歌
」
巻
十
)

蝉

に
寄
す
る

脳
ひ
ぐ
ら
し
は
時

と
鳴
け

ど
も
恋

ひ
し
く
に
た
わ
や
め
我
は
定
ま
ら
ず
泣
く

(
「
夏
相
聞
」
巻
十
)

こ
の
他
、
夏

の
景
物
と
し
て
の
蝉

の
詠
は
数
首
あ
る
が
恋
歌
と
結

び

つ
く
例
は
殆
ど
無

い
。



と

こ
ろ

が
、

閨
怨

詩
中

に
お

い
て
は
、

蝉

は
秋

の
景

物

と

し
て
、

蛍

と
と
も

に
、
し

ば
し

ば
詠

ま

れ

る
。

洌
洌
寒

蝉
吟

蝉
吟

抱

二枯

枝

一

(梁

簡

文
帝

「
於

こ
清

河

{見
二
翰

レ
船

士
新

婚
別

ワ
妻

一
首

」

『
玉
台
新

詠
』

巻

二
)

涼

風
続

二
曲

房

一

寒

蝉
鳴

二
高
柳

一

(
晋
陸
機

「擬

明

月
何

較

較
」

『
玉
台

新

詠
』

巻

二

)

更

に
は
、

蛍
と

蝉

が

一
首

の
閨

怨
詩
中

に
於

て
詠

ま

れ
る

例
も

あ

る
。

昼
蝉

已
傷

レ
念

夜

露
復

需
レ
衣

昔

別

曽
何

道

今

夕
蛍

火
飛

(
梁
呉
均

「
雑
絶

句
四

首

(
其

一
)
」

『玉

台
新

詠

』
巻

十

)

等

の
例

が
あ

る
。

ま

た
、
閨
怨

詩

で

は
な

い
が
、

蛍

と
蝉

が

詠

ま

れ
た
例

と
し

て
、

厨

蝉

哺
覚

樹

冷

蝉
喘

き

て
樹

の
冷
き

を
覚

ゆ

ω

蛍

火
不

温
風

蛍

火
風
を

温

め
ず

(唐

太
宗

「
秋

日
鞍

二
庚
信

体

こ
)

孟
秋
良

辰

、

七
夕

清
節
。

涼
気

初

升
、

鳴
蝉

驚
於

園

柳

。

素

露
方

凝

、
金
蛍

焼
於

瑚
草

。

孟

秋
良

辰
、

七

夕

の
清

節
。

涼
気

初

め

て
升

ぼ
り
、

鳴

蝉

園
柳

に
驚

く
。
素

露

方

に
凝

り
、
金

蛍

草
を
焼

く
。

(
『寧

良
遺

文

』
「
人

人
啓

状

」
小
島

憲

之
先

生

御
教

示

)

等

が
挙

げ

ら
れ

る
。

こ

の
よ
う

に
蝉

も

蛍
も
秋

の
景

物

と
し

て

一
緒

に
詠

ま

れ
、
閨

怨
詩

と
も

強

く
結

び

付

い
て

い
る
。

さ
き

に
挙

げ

た

『
古

今
集

』

五
四

三

番

の

歌

に
対

し

て

「
用

語
も

文
脈

も
対

隅

を
な

し

て

い
る

の
は
漢

詩

の

一
節

の
よ

う

で
あ

る
」

と
述

べ
ら
れ

た

小

沢
正

夫
氏

の
評

は
正

鵠
を

射

た
も

の
と

い
え
よ

う
。

こ

れ

ら

の
漢

詩

、
特

に
、

閨
怨

詩

に
お
け

る
蝉

蛍

の
取

り
合

せ

が
、

前
掲

の

『
古

今
集

』

『宇

津
保

物

語
』

『
定
頼

集

』

の
恋
歌

に
少

な

か

ら
ぬ
影

響
を

与

え

た
も

の
と

思

わ

れ

る
。

平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍



平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍

五

、

夏

の
蛍

、

秋

の
蛍

さ
て
、

前
掲

の
蛍

の
例

の

「
秋

の
蛍

」

は

「
夏

は
夜
。

蛍

の
多

く
飛

び
ち

が
ひ
た

る
」

の
如
き

、
蛍

を
夏

の
も

の
と
す

る

日
本

の
季

節
感

と

は
相
違
す

る
。
漢
詩

の
世

界

で

は

『礼

記
』

「
月
令
篇

」
以
来

、

蛍

は
秋

の
景
物

と

す

る
伝
統

が
あ

り
、
上

野

氏
、

山
崎

氏
論

文
も

指
摘

さ

れ

る
よ
う

に

「
秋

の
蛍

」
は
中

国

の
蛍

の
影
響

に
よ

っ
て
詠
ま

れ

た
も

の
で
あ

ろ
う

。

し

か
し
、
平

安
朝

和
歌

に
お

い
て
は

秋

春

の
野

に
も
ゆ

と

か
聞

き

し
蕨

に
も

燃

え

こ
そ
ま

さ

れ

秋

の
蛍

は

わ

ら
び

の
か

へ
し
、

春

御
方

は
か
も

な
き
秋

の
蛍

を
春

の
野

に
も

ゆ
る
蕨

に
さ
ら

に

た

と

へ
じ

のの

(
「
六

二

応

和

三
年

七
月
中
旬

宰
相

中

将
サ

伊
春
秋

歌
合

」
)

の
例

を
最

後

と
し

て
、

以

後

の
和
歌

で
は

「
秋

の
蛍

」

の
例

は
未

見

で
あ

り
、
有

っ
た

と
し

て
も

其

の
例

は

わ
ず

か

で
あ

ろ
う

。

そ

切

一
方

で
、
後
拾
遺

集

以

降

に

な

る

と
、

蛍

は
夏

の
素

材

と

し

て
詠
ま

れ
始

め
る
。

ほ
た

る
を
よ

み

は

べ
り

け

る

源

重
之

㎜
お

と
も

せ
で
お
も

ひ
に
も

ゆ

る

ほ
た

る

こ
そ

な
く

む

し

よ

り
も
あ

は

れ
な

り
け

れ

宇

治
前
太

政
大

臣

珊
講

の

の
ち
う

た
あ

わ

せ
し

は

べ
り
け

る

に
ほ

た
る
を

よ

め
る

藤
原
良

経

朝
臣

脚
さ

は

み
つ

に
そ

ら
な

る

ほ
し

の
う

つ
る
か
と

み
ゆ

る

は
よ

は

の
ほ
た

る
な

り
け

り

(
『
後
拾
遺

集
』

巻

三
夏

)

こ
れ
ら

の
例
を
始

め

、
勅

撰
集

(新

編
国

歌
大

観

)
で
は

、

『
詞

花
集
』

二
首

(
73

・
74
)

『千

載
集

』

二

首

(
鋤

・
㎜

)
『新

古

今
集
』

二
首

(
㎜

.
躍
)

と
夫

々



夏

の
部

に
収
め
ら
れ

て
お
り
、
秋

の
部

に
は
収
め
ら
れ
て
い
な

い
。

こ
の
よ
う

に

『
後
拾
遺
集
』

感

に
沿
う
夏
の
蛍

へ
と
変
貌
を
遂
げ
て
い

っ
た
。

更
に
は
、
そ
れ
と
同
じ
現
象
が
平
安
朝
漢
詩
に
お

い
て
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

一
双
眠
レ
醐
霜
寒
鶴

一
双
瑚
に
眠
る

霜
寒

の
鶴

万
点
宿
レ
流
水
暗

蛍

万
点
流
れ
に
宿

る

水
暗

の
蛍

の
頃

を

境

と

し

て
、

蛍

は
、
中

国
的

な

秋

の
蛍

か

ら

日
本

の
季

節

(藤

原

周
光

「
夏

日
即
事

」

『本

朝
無

題
詩
』

巻

四

)

玉
琴
暗
調
蝉
声
急

玉
琴
暗
に
調
ひ
蝉

の
声
急
に

紅
燭
自
連
蛍
影
疎

紅
燭
自
ら
連
り
蛍

の
影
疎
な
り

(藤

原

明
衡

「
夏

日
作

。

勒
」

同

)

等

の
例

で
あ

る
。

そ

れ
以

前

の
日
本
漢

詩

は
、

蛍

は
厳

と
し

て
中

国

の
漢

詩

以
来

の
秋

の
景

物

と
し

て

の
詠

ま

れ
方

で
あ

っ
た

が
、

こ

こ
に
漸
く
、

日
本

の
漢
詩

に

η

お

い
て
も

、

日
本

の

季
節
感

に
合
う

よ
う

な

詠
ま

れ
方

が
登

場
す

る
。
挙

例
以

外

に
も

『本
朝

無

題
詩
』

に
は
も

う
数

例
夏

の
蛍

が
詠

ま

れ

て

い
る
。
勿

論

、
秋

の

⑲

蛍

も

そ

の
後
長

く
詠

ま
れ

て

は

い
く
が
、

こ

の
よ
う

な
変

化

の
中

に
、

平
安

朝

漢
詩

の
変

貌
、

和

風
化

の

一
端

を

垣
間

見
る
思

い
が
す

る
。

六
、
蛍

の
詠

の
流
行

以
上
考
察
を
加
え

て
き
た
よ
う
に
、
蛍
は
平
安
朝

に
な

っ
て
急
速

に
和
歌

に
詠
ま
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
そ
れ
ら
の
詠
の
多

く
は
漢
詩
に
よ

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う

が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る

の
は
、
そ
れ
ら
の
詠
者
達

で
あ
る
。
古
今
集
撰
者

た
ち
に
よ

っ
て
、
蛍

の
詠
は
流
行

の
兆

が
窺
え
る
。
今
再
び
挙
げ
る
と友

則

夕
さ
れ
ば
蛍
よ
り
け

に
も
ゆ
れ
ど
も
光

み
ね
ば
や
人
の
つ
れ
な
き

さ
よ
ふ
け
て
我
ま

つ
人
や

い
ま
く
る
と
お
ど
ろ
く
ま
で
も
て
ら
す
蛍
か

平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍



平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍

昼
は
な
き
夜
は
燃
え
て
ぞ
な
が
ら
ふ
る
ほ
た
る
も
や
み
も
我
身
な
り
け
り

置
く
露

に
朽
ち
ゆ
く
野

べ
の
草
の
葉
や
秋

の
蛍
と
な
り
わ
た
る
ら
む

暗
き
夜

に
と
も
す

ほ
た
る
の
む
ね
の
ひ
を

・
し
も
と
け

た
る
玉
か
と
そ
み
る

い
つ
ち
と
か
夜
は
蛍
の
の
ぼ
る
ら
ん
ゆ
く
方
知

ら
ぬ
草

の
枕

に

貫
之

忠
峯

忠
見

(
『新
古
今
集
』
巻
三
夏

)

古
今
集
撰
者
達
以
前
に
は
、
僅
か
に
業
平

の

一
首
だ
け

で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
春
遅
き
北
国

の
山
野
に
初
夏
、
百
花
が
緯
乱
す
る
如
く
、
古
今
集
撰
者
達
に
よ

っ

て

一
挙

に
、
且

つ
多
彩
に
蛍
の
詠
は
製
作
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
撰
者
た
ち
の

一
人
が
業
平

の
歌
や
漢
詩
に
詠
ま
れ
た
蛍
に
よ

っ
て
、
蛍

の
美
を
発
見
し
、
詠
歌
素

材
と
し
て
己

の
作
中

に
詠
み
込
み
、
そ
の
斬
新

さ
が
他

の
交
遊
の
あ
る
歌
人
に
波
紋
を
投
げ
か
け

た
。
蛍

の
詠

の
新
鮮
な
感
動
、
新
た
な
る
風
情

と
し
て
の
興
味
、

「
思

ひ
」
「
も
ゆ
」
の
掛
詞
、
縁
語
と
い

っ
た
和
歌

の
修
辞
技
巧
と
し
て
も
取
り
込
み
や
す
く
、
忍
ぶ
恋

の
情
緒

に
も
か
な

い
、

こ
の
よ
う

に

一
挙
に
多
作
さ
れ
た
の

で
は
な

い
か
。
し
か
も
、

こ
れ
ら
の
詠
は
他

の
歌

人
の
蛍
の
詠
の
単
な
る
模
倣
で
は
な
く
、
夫

々
が
独
自
に
見
立
て
や
閨
怨
詩
や

『礼
記
』
(
必
ず
し
も

『
礼
記
』
と

は
言
え
ず
、
む
し
ろ
類
書

の
中

の

『礼
記
』
の
引
用
や
漢
詩
か
ら

で
あ
ろ
う
。
)
を
和
歌

に
翻
案
し

て
お
り
、
歌
人
と
し
て
の
力
量
を
示
し
て

い
る
。
ま
た
、
当
時

の

風
潮
と
し
て
、

こ
う
し
た
漢
詩
文
に
よ
る
新
し

い
詠
歌
素
材

の
獲
得
や
掛
詞
、
縁
語
等

の
和
歌
技
巧
を
盛
り
込
ん
だ
翻
案
が
流
行
し
て

い
た
こ
と
を
示
す

一
つ
の
証

左
た
り
え
よ
う
。
私
は
、
先

に
漢
詩

に
よ

っ
て
雨
中

の
花
に
美
を
発
見
し
、
そ
れ
が
後
撰
集
期

の
親
交

の
あ
る
歌
人
達

の
間
で
流
行
し
た
こ
と
を
述
べ
た
(「
雨
中

の

花
」
『
平
安
文
学
研
究
』
第
七
九

・
八
十
輯

一
九
八
八
年
十
月
)。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
、
文
学
活
動
、
流
行
が
古
今
集

撰
者
達

の
間

で
も
見
ら
れ
る
。
但
し
、
蛍
は

日
本
人
の
美
意
識
と
し
て
も
、
和
歌
修
辞
技
巧
を
取
り
入
れ
や
す

い
と

い
う

こ
と
か
ら
も
、
比
較
的
早
く
か
ら
和
歌

に
詠
ま
れ
た
の
に
対
し
て
、
雨
中

の
花

の
ほ
う

は
、

一
世
代
時
代
が
下

っ
て
か
ら
で
あ

っ
た
。
や
は
り
、
雨
中

の
花
に
美
を
認
識
し
、
歌
に
詠
む
と

い
う

の
は
、
漢
詩

に
先
例
が
あ
る
と
は

い
え
、
理
性
、
頭
の
中

で
は
理
解

で
き
て
も
、
な
か
な
か
感
性
的

に
受
け
入
れ

に
く

か

っ
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
そ
う
し
た
、
平
安
人
の
美
意
識
に
合
致
す
る
か
否
か
に
よ

っ
て
、
和
歌

(98)



へ
の
受
容
に
も
時
代
的
に
遅
速
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

こ
の
よ
う
な
、
漢
詩
文

の
投
影

に
よ
る
和
歌

の
詠
歌
素
材

の
獲
得

は
、
歌
枕
と
結
び

つ
い
て
更
に
和
歌
的
情
緒

に
適
合
す

る
傾
向

が
あ

る
。
例
え
ば
、
漢
語
、
「
月

弓
」
等
か
ら
想
を
得
た

「
弓
張
月
」
は
歌
枕
高

円
山
と
的

の
縁
語
と
し

て
結

び
つ
き

雲
間
微
月
と

い
ふ
こ
と
を

堀
川
院
御
歌

鵬
し
き
し
ま
や
高
円
山

の
雲
間
よ
り
光
さ
し
そ
ふ
弓
張

の
月

(
『
新
古
今
集
』
巻
四
秋
上
)

等
が
詠
作
さ
れ
た

(拙
稿

「
弓
張
月
孜
」
『
和
漢
比
較
文
学
叢
書

三
』
)。
ま
た
、
月
の
さ
や
け
き
光
を
氷
に
讐
え
る

「
連
観
霜
縞

周
除
氷
浄

(
月
の
光

に
よ

っ
て
連

立
す

る
高
殿
は
霜

の
よ
う
に
縞
く

周
り
の
庭
は
氷
の
よ
う

に
清
ら
か
ご

(謝
荘

「
月
賦
」
『
文
選
』
巻

十
三
)
等
の
表
現

か
ら
、
和
歌
に
お

い
て
も
同
様

の
試
み
が

な
さ
れ
た
。摂

政
太
政
大
臣
家
歌
合

に
湖
上
冬
月

鋤ω

藤
原
家
隆
朝
臣

㎜
し
が
の
う

ら
や
と
ほ
ざ
か
り
ゆ
く
波
ま
よ
り
こ
ほ
り
て

い
つ
る
有
明
の
月

(
『新
古
今
集
』
巻
六
冬
)

等

の
よ
う
に
、
「
月
と
氷
」
の
連
想

の
歌
は
歌
枕
志
賀

の
唐
崎

と
結

び

つ
き
、
新
古
今
集

的
美
と
も
適
合
し
て
、
盛
ん
に
詠
ま
れ
た

(拙
稿

「
月
氷
孜
」
『古
今
和
歌

集
連
環
』
)。
蛍

の
詠
に

つ
い
て
言
え
ば
、
『
伊
勢
物
語
』

の
業
平
歌

の
影
響

に
よ
り
、
「
芦
屋
」
と
結
び

つ
き
、

百
首
歌
奉
り
し
時

摂
政
太
政
大
臣

踊

い
さ
り
火
の
昔

の
光

ほ
の
見
え
て
芦
屋

の
里
に
飛

ぶ
蛍
か
な

(
『新
古
今
集
』
巻
三
夏
)

等

の
詠
が
試
み
ら
れ
た
が
、
そ

の
例

は
多
く
は
な

い
。
縁
語

と
し
て
の
面
白
さ
、
湖
上

の
冬
月
と

い
っ
た
新
古
今
集
的
美

の
世
界

に
結
び

つ
か
ず
、
他
の
歌

人
の
賞

賛
を
得
ず
、
余

り
詠
作
さ
れ
な
か

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍

騨
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結

曇五
口口

 

古
今
集
時
代
の
和
歌

が
漢
詩

の
中
で
も
特

に
六
朝
詩

の
見
立
て
や
、
『
芸
文
類
聚
』
等

の
類
書

と
深
く
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
夙

に
、
小
西
甚

一
氏
、
小
島
憲

之
氏
を
は
じ
め
と
す
る
先
学

の
御
指
摘
が
あ
り
、
平
安
朝

に
な

っ
て
急
速

に
且

つ
多
彩
に
詠
ま
れ
始
め
た
蛍
に

つ
い
て
も
同
様

の
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

一
見
純

日
本
的
と
思
わ
れ
る
素
材
、
表
現
も
実
は
よ
く
調

べ
て
み
る
と
そ

の
源
を
中
国
文
学

に
求
め
得

る
例
も
あ
る
。
ま
た
、
中
国
文
学

の
背
景
を
知
ら
な
け
れ
ば
正
し

い

解
釈
は
導
か
れ
な

い
場
合
も
あ
り
、
そ

の
歌
を
詠

む
に
至

っ
た
歌
人
の
、
あ
や
、
苦
心
、
創
作
意
図
も
理
解

で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ

の

一
方

で
恋
歌

に
お
け
る
蛍

の
よ
う
に
、
中
国
文
学

の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
平
安
歌
人
の
好
み
に
沿
う
よ
う

に
変
形
さ
れ
、
日
本
化
さ
れ
た
例
も
あ
り
、

日
本
文
学
と
中
国
文
学

の
等
質
性
と

異
質
性

に
も

か
か
わ
る
問
題

で
あ
る
。

今
後
と
も
、
他

の
素
材
、
表
現
に
お

い
て
も

こ
う
し
た
例
を
丹
念

に
調
査
す

る
こ
と
が
当
時

の
和
歌

の
詠
ま
れ
方
、
享
受

の
さ
れ
方
を
含
め
た
和
歌
活
動
を
よ
り

働

正
し
く
理
解
す
る
う
え

で
き
わ
め
て
重
要
な

こ
と
で
あ
る
。

α

注

1

渡
辺
秀
夫
氏
に
も
同
様

の
御
指
摘

が
あ
る

(
『立
秋
詩
歌

の
周

辺
L
『平
安
朝
文
学

と
漢
文
世
界
』
)。

引
用
し
た
本
文
は
、

月
日
本
書

紀
』

『懐
風
藻
』

『菅
家
文
草
』
は

古
典
大
系
本
、
『凌
雲
集
』
『経
国
集
』

『本
朝
無

題
詩
』

は

『新
校
群
書
類
従
』

に
拠
る
。

本
稿
は
和
歌
文
学
会
関
西
例
会

(昭
和
六
十
二
年
四
月
二
十

一
日

於
大
阪
大
学
)
に
お

い
て
、

口
答

発
表
し

た
も

の
に
加
筆
、
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
当

日
御
質
問
、

御
助
言
を
頂

い
た
方

々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
稿
は
平
成

元
年
度
文
部
省

科
学
研
究
費
補
助
金

(
総
合
研
究
A

)
「平
安
朝
前
期
漢
文
学

の
総
合
的
研
究

」
及
び
昭
和
六
十
三
年
度

文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金

(
奨
励
研
究

A
>
「平
安
朝
和
歌

に
お
け
る
漢
詩
文
受
容
と
そ
の
変
遷
」

の
研
究
成
果

の

一
部

で
あ
る
。


