
  和歌史にみる
「諏訪湖」の景

一
　
歌
枕
「
諏
訪
の
海
」

　
「
諏
訪
湖
」
は
、主
に
歌
枕
「
諏
訪
の
海
」

と
し
て
和
歌
に
詠
ま
れ
て
き
た
。「
姥
捨

山
」「
浅
間
の
嶽
」
に
較
べ
る
と
和
歌
の
素

材
と
な
る
こ
と
は
多
く
な
い
。
と
は
言
え
、

平
安
時
代
末
期
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。「
諏
訪
の
海
」
に
つ
い
て
、
片

桐
洋
一
は
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

　
　

�

信
濃
国
の
歌
枕
。
今
の
長
野
県
に
あ

る
諏
訪
湖
。『
堀
河
百
首
』
の
「
諏

訪
の
海
の
氷
の
上
の
か
よ
ひ
ぢ
は
神

の
渡
り
て
と
く
る
な
り
け
り
」（
源

顕
仲
）
の
よ
う
に
湖
面
全
体
が
結
氷

す
る
珍
し
さ
と
諏
訪
神
社
の
神
を
題

材
に
し
た
歌
が
多
か
っ
た
。「
月
影
を

氷
と
見
れ
ど
諏
訪
の
海
に
上
踏
む
冬

は
ま
だ
し
か
り
け
り
」（
頼
政
集
）
は
、

そ
の
こ
お
る
前
の
状
態
に
託
し
て

「
月
」
を
よ
ん
だ
歌
で
あ
る
。（『
歌
枕

歌
こ
と
ば
辞
典�

増
訂
版
』笠
間
書
院
）

　

こ
の
解
説
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
例

歌
が
い
ず
れ
も
氷
を
詠
む
点
で
あ
ろ
う
。

『
万
葉
集
』
で
は
氷
そ
の
も
の
を
景
物
と
し

て
詠
ん
だ
り
、
序
詞
な
ど
の
修
辞
に
込
め

た
り
す
る
こ
と
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、『
古

今
集
』
以
降
で
は
、
主
に
恋
情
に
関
わ
っ

て
心
の
う
ち
解
け
な
い
こ
と
を
象
徴
す
る

素
材
と
な
る
。

　
　

�

春
立
て
ば
　
消
ゆ
る
氷
の
　
残
り
な
く

君
が
心
は
　
我
に
解
け
な
む

（
古
今
集
・
恋
一・五
四
三
）

　
　

�

霜
の
上
に
　
降
る
初
雪
の
　
朝
氷
　

解
け
ず
も
も
の
を
　
思
ふ
こ
ろ
か
な

（
拾
遺
集
・
冬
・
二
二
九
）

　

こ
れ
ら
の
例
は
、
身
の
ま
わ
り
の
水
が

凍
っ
た
状
態
を
詠
ん
で
お
り
、「
諏
訪
の
海
」

の
よ
う
な
氷
の
量
で
は
な
い
。
湖
面
の
全

面
結
氷
と
い
う
、
お
そ
ら
く
畿
内
で
は
見
る

こ
と
の
で
き
な
い
奇
景
、
あ
る
い
は
神
秘
が

詠
作
の
契
機
と
し
て
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

二
　
氷
れ
る
湖う

み

と
月
影

　
「
諏
訪
の
海
」
が
王
朝
和
歌
に
登
場
す

る
の
は
、
お
そ
ら
く
藤
原
師も
ろ
う
ぢ氏

が
詠
ん
だ

次
の
一
首
と
思
わ
れ
る
。

　

①�

諏
訪
の
海
の
　
神
の
み
ま
ひ
を
　
詠な

が

め
つ
つ
　
今
日
ひ
ね
も
す
に
　
を
り

く
ら
す
か
な

　
　
（「
あ
は
ぬ
恋
」『
海あ
ま
の人
手て

古こ

良ら

集し
ゅ
う』）

　

第
二
句
は
諸
本
に
異
同
が
あ
り
定
ま
ら

な
い
。
ま
た
一
首
の
解
釈
も
結
氷
詠
で
あ

る
か
否
か
で
割
れ
て
い
る
。
こ
の
師
氏
詠

は
突
出
し
て
時
代
が
古
く
、
先
ほ
ど
の
片

桐
洋
一
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
堀
河
百
首
』

に
端
を
発
し
て
「
諏
訪
の
海
」
は
王
朝
和

歌
の
素
材
と
な
る
。『
堀
河
百
首
』
以
外

の
主
要
な
作
品
を
掲
げ
る
。

　

②�

冬
来
れ
ば
　
駒
う
ち
渡
す
　
諏
訪
の

海
の
　
い
く
へ
と
ぞ
な
き
　
人
の
氷つ
ら
ら柱

は

　
　
（
源
頼よ
り
ま
さ政
「
恋
の
心
」『
頼
政
集
』）

　

③�

春
を
待
つ
　
諏
訪
の
渡
り
も
　
あ
る

も
の
を　い
つ
を
限
り
に　す
べ
き
氷
柱
ぞ

　
　
（
西
さ
い
ぎ
ょ
う行「

氷
に
寄
せ
る
恋
」『
山
家
集
』）

　

④�

諏
訪
の
海
の
　
月
の
氷
に
　
ゐ
る
鴨
は

さ
得
ぬ
折
に
や
　
思
ひ
解
く
ら
む

　
　
（
惟こ
れ
む
ね
ひ
ろ
こ
と

宗
広
言
「
月
前
の
水
鳥
」

『
広
言
集
』）

　

い
ず
れ
も
冒
頭
の
氷
と
恋
情
と
の
関
連

を
詠
む
。
さ
ら
に
平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉

時
代
の
『
新
古
今
集
』
以
前
の
詠
作
で
は

氷
と
の
結
び
つ
き
を
強
く
し
て
い
く
。

　

⑤�

諏
訪
の
海
や
　
氷

こ
ほ
り
す
ら
し
も　
夜よ

も
す

が
ら
　
木
曾
の
麻あ
さ
ぎ
ぬ衣

　
冴さ

え
渡
る
な
り

　
　
（
藤
原
清き
よ
す
け輔
「
氷
」『
清
輔
集
』）

　

⑥�

今け

さ朝
し
も
や
　
諏
訪
の
氷
の
　
隙ひ

ま

割
れ

て
　
を
し
ふ
る
駒
の
　
声
な
づ
む
ら
む

　
　
（
藤
原
親ち
か
た
か隆

「
冬
」『
久
安
百
首
』）

　

⑦�

諏
訪
の
海
の
　
汀

み
ぎ
はの
月
は
　
氷こ

ほ

れ
ど
も

ま
だ
夜
が
れ
せ
ず
　
あ
ぢ
の
群
鳥

　
　
（
寂
じ
ゃ
く
れ
ん蓮「

月
歌
」『
寂
蓮
法
師
集
』）

　

⑧�

隈く
ま

も
な
き
　
お
の
が
光
を
　
氷
に
て

諏
訪
の
門と

わ
た
る
　
秋
の
夜よ

の
月

（
藤
原
経つ
ね
い
え家

「
湖
上
の
月
」『
経
家
集
』）

　

⑤
⑥
は
氷
を
素
材
と
し
て
湖
面
の
結
氷

を
詠
ん
で
お
り
、
⑦
⑧
は
月
を
素
材
と
し

て
湖
面
に
映
る
月
光
を
氷
と
見
立
て
る
。

歌
題
と
し
て
前
者
は
「
氷
遂
に
夜
厚
し
」

「
名
所
の
氷
」「
氷
消
え
て
雪
の
凍
る
と
言

ふ
こ
と
を
」
な
ど
が
あ
り
、
後
者
は
「
氷

上
の
月
」「
月
前
の
水
鳥
」「
湖
上
の
月
」

な
ど
が
残
る
。
一
方
、
①
②
③
④
の
よ
う

な
恋
情
に
関
す
る
歌
題
は
「
湖
に
寄
せ
る

恋
」「
氷
に
寄
せ
る
恋
」
な
ど
に
限
ら
れ
、

歌
数
も
少
な
い
。
恋
情
を
詠
む
作
で
は
川

や
池
の
氷
が
解
け
る
さ
ま
を
、
男
女
の
親

し
み
の
深
ま
り
に
重
ね
て
い
る
。
湖
面
の

結
氷
と
は
あ
ま
り
に
も
規
模
が
異
な
る
も

の
の
、
御
神
渡
り
と
の
関
連
か
ら
歌
材
と

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
　「
諏
訪
の
海
」
隆
盛

　
『
新
古
今
集
』
時
代
に
な
る
と
、
こ
れ

ま
で
の
素
材
を
活
か
し
な
が
ら
も
詠
作
に

変
化
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
詠
作
で

は
、
冬
か
ら
早
春
の
景
が
多
か
っ
た
の
に

対
し
て
、
夏
を
意
識
す
る
詠
作
が
あ
ら
わ

れ
て
く
る
。

　

⑨�

諏
訪
の
海
に　夏
の
氷
を
　
敷
く
も
の
は

�������

秋
恥は

づ

か
し
き
　
夜よ

は半
の
月
影

　
　
（
慈じ

え
ん円

「
夏
の
月
」『
拾
玉
集
』）

　

夏
の
湖
面
に
映
る
月
影
を
「
夏
の
氷
」

と
見
立
て
た
作
で
あ
る
。
夏
を
意
識
す
る

作
は
他
に
見
出
し
が
た
く
、
近
代
短
歌
の

素
材
拡
大
の
中
で
確
認
で
き
る
。

　

ま
た
恋
歌
で
詠
ま
れ
る
傾
向
に
あ
る

「
通か
よ

ひ
路
」「
橋
」「
渡
り
」
な
ど
、
御
神

渡
り
を
想
起
さ
せ
る
要
素
が
詠
ま
れ
る
詠

作
も
見
ら
れ
る
。
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