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900
年
代
初
め
に
古
今
和
歌
集
に
載
っ
た

「
わ
が
こ
こ
ろ
慰
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
や
姨

捨
山
に
て
る
月
を
み
て
」
が
、
さ
ら
し
な
の

里
を
日
本
に
知
ら
し
め
ま
し
た
。
更
旅
250
号

で
、
そ
の
大
き
な
理
由
が
「
さ
ら
し
な
」
と
「
お

ば
す
て
や
ま
」
の
相
反
す
る
音
色
と
イ
メ
ー

ジ
の
言
葉
の
響
き
合
い
に
あ
る
と
書
き
ま
し

た
。
そ
れ
に
し
て
も
で
す
。「
お
ば
す
て
や
ま
」

な
ど
と
い
う
残
酷
で
暗
い
名
前
を
、
里
で
生

ま
れ
育
っ
た
在
地
の
人
が
い
つ
も
見
上
げ
て

い
る
山
に
つ
け
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
や
は

り
さ
ら
し
な
の
里
を
訪
ね
た
り
、
行
き
来
し

た
り
し
て
い
た
都
の
役
人
な
ど
旅
人
の
名
づ

け
の
可
能
性
が
高
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
さ
ら
し
な
の
里
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ

る
冠
着
山
が
最
初
か
ら
「
お
ば
す
て
や
ま
」

と
別
名
を
つ
け
ら
れ
て
い
た
か
は
疑
問
で

す
。
現
在
は
長
野
市
域
に
あ
り
、
か
つ
て
は

更
級
郡
だ
っ
た
長
谷
寺
は
、
古
今
和
歌
集
成

立
の
前
に
す
で
に
創
建
さ
れ
て
い
た
と
伝
わ

り
、
背
後
の
山
は
長
谷
山
（
は
つ
せ
や
ま
）

と
呼
ば
れ
て
い
た
と
さ
れ
ま
す
。

　

長
谷
寺
は
古
代
さ
ら
し
な
の
里
を
治
め
て

い
た
豪
族
小
長
谷
部
（
お
は
つ
せ
べ
）
氏

の
氏
寺
で
も
あ
っ
た
と
の
説
も
あ
り
ま
す
。

「
つ
」
は
話
す
と
き
、
小
さ
な
「
っ
」
に
な

り
や
す
い
促
音
な
の
で
、
さ
ら
し
な
の
里
人

は
「
お
は
っ
せ
べ
（
小
長
谷
部
）
」
「
は
っ
せ

や
ま
」
と
呼
ん
で
お
り
、
そ
れ
を
聞
い
た
都

の
旅
人
が
姨
捨
（
お
ば
す
て
）
を
勝
手
に
連

想
し
て
呼
び
方
を
変
え
、
ま
ず
長
谷
山
を
「
お

ば
す
て
や
ま
」
と
呼
ん
だ
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。

　

な
ぜ
都
人
が
ま
ず
長
谷
山
の
呼
び
方
を
変

え
た
可
能
性
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
長
谷
寺

沿
い
に
は
都
か
ら
信
濃
国
に
入
り
冠
着
山
の

西
側
の
峠
（
古
峠
）
を
越
え
日
本
海
側
の
国
々

へ
と
つ
な
が
る
連
絡
道
（
東
山
道
支
道
＝
と

う
さ
ん
ど
う
し
ど
う
）
が
通
っ
て
い
た
か
ら

で
す
。
都
人
の
往
来
が
盛
ん
で
し
た
。
境
内

か
ら
は
冠
着
山
が
頭
一
つ
抜
け
だ
し
神
々
し

く
見
え
る
の
で
、
都
人
は
あ
そ
こ
が
「
越
え

て
き
た
峠
か
」
「
こ
れ
か
ら
あ
の
峠
を
越
え

る

の

だ

な
」
な
ど
と
冠
着
山

の
こ
と
を
大
い
に
話
題
に
し
た
で
し
ょ
う
。

　

さ
ら
し
な
の
里
に
現
れ
る
月
の
美
し
さ
は

「
お
ば
す
て
や
ま
」
と
い
っ
し
ょ
に
詠
む
と

そ
の
す
ご
さ
が
よ
く
伝
わ
る
と
、
「
慰
め
か

ね
つ
」
和
歌
の
作
者
は
思
っ
た
は
ず
で
、
そ

の
「
お
ば
す
て
や
ま
」
は
長
谷
山
よ
り
冠
着

山
と
し
た
方
が
迫
力
が
増
す
た
め
、
い
つ
し

か
「
お
ば
す
て
や
ま
」
は
冠
着
山
に
移
動
し

た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
都
の
旅
人
が
「
お
ば
す

て
」
「
お
ば
す
て
や
ま
」
と
口
ず
さ
み
、
「
そ

の
通
り
だ
」
「
そ
れ
は
面
白
い
」
な
ど
と
評

判
に
な
り
、
そ
の
呼
び
名
が
広
ま
っ
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
歌
の
素

養
の
あ
る
人
は
、
在
地
の
人
が
話
す
「
か
む

り
き
」
よ
り
も
和
歌
に
使
え
る
と
思
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
方
が
都
へ
の

良
い
み
や
げ
話
に
も
な
り
ま
す
。

　

「
姨
捨
山
」
誕
生
の
経
緯
に
つ
い
て
は
34
、

35
号
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

都人が山の呼び名を新たに考案－「慰めかねつ」和歌の誕生

長谷寺境内から見える

冠着山（姨捨山、右奥）

参道を登った所にある

長谷寺の観音堂


