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更
旅
249
号
で
古
今
和
歌
集
に
載
る
「
わ
が
心

慰
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
や
姨
捨
山
に
て
る
月
を

み
て
」
の
和
歌
に
よ
っ
て
、
さ
ら
し
な
の
里
は

現
れ
る
月
の
美
し
さ
が
都
人
を
し
て
あ
こ
が
れ

の
地
に
し
た
と
書
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
確

認
し
た
う
え
で
当
地
に
と
っ
て
「
姨
捨
」
と
い

う
言
葉
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
で
す
。

　

オ
バ
ス
テ
と
い
う
音
の
響
き
に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
「
バ
」
の
濁
音
に
、
放
り
投
げ
感

の
す
る
「
ス
テ
」
。
こ
れ
だ
け
聞
く
と
多
く
の
人

は
暗
い
悲
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
ま
す
が
、
実

は
こ
の
暗
い
イ
メ
ー
ジ
の
言
葉
が
「
慰
め
か
ね

つ
」
和
歌
で
は
、
先
に
登
場
す
る
「
さ
ら
し
な
」

と
い
う
清
澄
な
音
色
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
、
結

果
的
に
姨
捨
山
の
あ
る
さ
ら
し
な
の
里
は
神
々

し
さ
を
漂
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
相
反
す
る
、
矛
盾
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
言

葉
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
美
、
面
白
さ
の
創
造

で
す
。

　

遠
方
の
山
と
月
の
セ
ッ
ト　

さ
ら
し
な
が
先
駆
け

　

す
べ
て
を
チ
ェ
ッ
ク
で
き
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
古
今
和
歌
集
と
そ
れ
に
先
立

つ
日
本
最
初
の
歌
集
の
万
葉
集
で
、
月
と
山
を

セ
ッ
ト
で
詠
ん
で
い
る
和
歌
を
調
べ
て
み
ま
し

た
。
結
構
あ
り
ま
す
が
、
月
を
都
か
ら
離
れ
た

地
の
山
と
セ
ッ
ト
で
詠
む
歌
は
、
さ
ら
し
な
が

先
駆
け
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
大
半
は
都

と
そ
の
近
辺
の
山
で
、
万
葉
集
に
は
三
笠
山
（
み

か
さ
や
ま
）
、
春
日
山
（
か
す
が
や
ま
）
、
高
円

山
（
た
か
ま
ど
や
ま
、
以
上
い
ず
れ
も
奈
良
市
）
、

二
上
山
（
ふ
た
か
み
や
ま
、
奈
良
県
葛
城
市
と

大
阪
府
太
子
町
に
ま
た
が
る
）
、
古
今
集
に
は
佐

保
山
（
さ
ほ
や
ま
、
奈
良
市
）
、
小
倉
山
（
お

ぐ
ら
や
ま
、
京
都
市
）
と
い
っ
た
由
緒
が
あ
り

名
の
知
ら
れ
た
山
が
登
場
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の

山
は
歌
を
作
る
人
も
作
ら
れ
た
歌
を
読
む
人
も
、

実
際
に
見
た
り
登
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
っ
た

で
し
ょ
う
。

　

行
け
な
い
か
ら
余
計
に
想
像

　

そ
れ
に
対
し
て
信
濃
国
の
さ
ら
し
な
の
里
の

姨
捨
山
で
す
。
都
か
ら
は
山
を
い
く
つ
も
越
え

て
い
か
な
け
れ
ば
た
ど
り
着
け
な
い
と
こ
ろ
で

す
か
ら
、
古
今
和
歌
集
で
「
慰
め
か
ね
つ
」
和

歌
を
知
っ
た
人
の
大
半
は
、
さ
ら
し
な
の
里
の

こ
と
を
想
像
す
る
し
か
な
く
、
実
際
に
行
っ
た

こ
と
が
あ
る
人
が
身
近
に
い
れ
ば
そ
の
人
を
通

じ
て
さ
ら
し
な
の
里
の
情
報
を
熱
心
に
手
に
入

れ
よ
う
と
し
た
で
し
ょ
う
。

　

行
っ
た
こ
と
は
な
い
、
行
く
こ
と
も
で
き
な

い
さ
ら
し
な
の
里
、
そ
こ
に
現
れ
る
美
し
い
月
、

そ
の
美
し
い
月
が
年
老
い
た
女
性
を
山
に
捨
て

る
と
い
う
名
前
の
山
を
照
ら
し
て
い
る
…
。
悲

し
く
残
酷
な
イ
メ
ー
ジ
の
一
方
で
、
さ
ら
し
な

と
い
う
清
浄
な
響
き
の
地
名
の
里
に
現
れ
る
月

で
す
か
ら
、
そ
の
月
の
光
は
ほ
か
の
地
よ
り
も

清
澄
さ
は
極
ま
り
、
そ
の
清
澄
な
月
の
光
が
老

女
を
照
ら
し
、
包
み
込
ん
で
い
る
…
。
捨
て
ら

れ
た
老
女
の
姿
を
神
々
し
く
イ
メ
ー
ジ
す
る
都

人
が
い
た
と
し
て
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

上
句
と
下
句
の
間
の
効
果

　

「
慰
め
か
ね
つ
」
和
歌
の
上
の
句
と
下
の
句
を

つ
な
ぐ
位
置
に
「
や
」
が
あ
る
こ
と
も
相
反
す

る
響
き
の
言
葉
に
よ
る
美
の
創
造
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
短
歌
や
俳
句
で
使
わ

れ
る
切
れ
字
の
「
や
」
は
、
強
い
嘆
き
や
感
動

を
表
現
し
た
り
、
間
（
ま
）
を
つ
く
り
出
す
役

割
が
あ
り
ま
す
。
「
慰
め
か
ね
つ
」
和
歌
を
読
む

人
の
意
識
の
中
で
は
、
わ
が
こ
こ
ろ
慰
め
か
ね

つ
さ
ら
し
な
や
―
で
い
っ
た
ん
思
考
に
す
き
間

が
生
ま
れ
ま
す
。
ど
う
に
も
自
分
の
心
は
慰
め

ら
れ
な
い
と
い
う
気
持
ち
と
、
さ
ら
し
な
と
い

う
言
葉
は
意
味
の
上
で
は
な
ん
の
つ
な
が
り
も

な
い
か
ら
で
す
。
こ
こ
で
は
さ
ら
し
な
は
ま
だ

宙
ぶ
ら
り
ん
の
状
態
。
「
や
」
で
い
っ
た
ん
間
が

置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
し
な
の
響
き
が

醸
し
出
す
清
澄
さ
が
強
調
さ
れ
る
の
で
す
。
そ

し
て
下
の
句
で
、
慰
め
き
れ
な
い
事
情
が
明
ら

か
に
さ
れ
ま
す
。
美
し
い
月
の
光
は
自
分
だ
け

で
な
く
、
姨
捨
山
の
嶺
に
い
る
捨
て
ら
れ
た
老

女
も
照
ら
し
て
い
る
の
か
と
い
う
悲
し
く
も
あ

る
光
景
が
歌
の
作
者
に
は
思
い
浮
か
び
、
「
姨
捨

山
に
て
る
月
を
み
て
」
の
表
現
に
な
っ
た
と
も

い
え
ま
す
。

　

美
し
さ
と
悲
し
さ
の
相
反
す
る
イ
メ
ー
ジ
が

統
合
さ
れ
、
え
も
い
わ
れ
ぬ
世
界
を
読
む
人
に

想
像
さ
せ
ま
す
。
都
人
に
と
っ
て
は
未
知
の
世

界
。
歌
を
つ
く
る
人
は
想
像
す
る
こ
と
が
好
き

で
す
か
ら
、
そ
れ
は
自
分
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
を

膨
ら
ま
せ
た
で
し
ょ
う
。
内
在
す
る
こ
う
し
た

美
の
構
造
が
室
町
時
代
に
は
、
世
阿
弥
を
し
て

謡
曲
「
姨
捨
」
（
更
旅
249
号
）
を
作
ら
せ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。　

対極のことばが響き合う－「慰めかねつ」和歌


