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１
０
０
０
年
以
上
前
に
詠
ま
れ
た
「
わ
が
心

慰
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
や
姨
捨
山
に
て
る
月
を

見
て
」
の
歌
を
、
日
本
人
の
も
の
の
見
方
・
考

え
方
の
観
点
で
読
み
解
い
た
人
が
、
東
京
大
学

名
誉
教
授
（
倫
理
学
、
日
本
思
想
）
の
竹
内
整

一
さ
ん
（
１
９
４
６
～
２
０
２
３
年
）
で
す
。

竹
内
さ
ん
は
日
本
固
有
の
や
ま
と
言
葉
や
文
芸

作
品
を
も
と
に
「
か
な
し
む
」
と
い
っ
た
日
本

人
の
心
情
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
方
で
、
当
地

で
の
講
演
会
（
さ
ら
し
な
ル
ネ
サ
ン
ス
発
足
集

会
２
０
１
４
年
）
で
、
月
が
現
れ
た
千
曲
川
が

流
れ
る
さ
ら
し
な
姨
捨
の
景
観
が
こ
の
歌
の
誕

に
つ
な
が
り
、
日
本
人
の
あ
こ
が
れ
の
地
に
し

た
と
指
摘
し
ま
し
た
。
竹
内
さ
ん
が
そ
の
根
拠

に
し
た
文
芸
作
品
が
、
今
か
ら
６
０
０
年
ほ
ど

前
の
室
町
時
代
、「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
」
の

歌
を
モ
チ
ー
フ
に
作
ら
れ
た
世
阿
弥
作
の
謡
曲

「
姨
捨
」
で
す
。

　
竹
内
さ
ん
が
着
目
し
た
の
は
、
月
が
現
れ
た

さ
ら
し
な
姨
捨
を
「
浄
土
」
と
し
て
世
阿
弥
が

描
い
て
い
る
部
分
で
す
。
謡
曲
の
語
り
の
文
章

と
、竹
内
さ
ん
の
現
代
語
訳
を
記
し
ま
す
。（
以

下
引
用
は
講
演
録
「
さ
ら
し
な
姨
捨
の
月
が
誘

う
も
の
」
か
ら
、
話
し
言
葉
の
た
め
さ
ら
し
な

堂
で
言
葉
を
補
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
。

傍
線
も
さ
ら
し
な
堂
。
古
文
が
苦
手
な
方
は
竹

内
さ
ん
の
現
代
語
訳
か
ら
読
ん
で
く
だ
さ
い
）

　
月
の
名
所
（
な
ど
こ
ろ
）、
い
づ
く
は
あ
れ

ど
更
級
（
さ
ら
し
な
）
や
、
姨
捨
山
の
曇
な
き

一
輪
満
て
る
清
光
（
せ
い
こ
う
）
の
影
。
…
諸

仏
の
御
誓
（
お
ん
ち
か
い
）、
い
づ
れ
勝
劣
な

け
れ
ど
も
超
世
（
ち
ょ
う
せ
い
）
の
悲
願
あ
ま

ね
き
影
、
弥
陀
光
明
に
如
し
く
は
な
し
。
…
月

は
か
の
如
来
の
右
の
脇
士
（
わ
き
じ
）
と
し
て

有
縁
（
う
え
ん
）
を
殊
（
こ
と
）
に
導
き
、
重

き
罪
を
軽
ん
ず
る
天
上
の
力
を
得
る
故
に
、
大

勢
至
（
だ
い
せ
い
し
）
と
は
号
す
と
か
。
…
他

方
の
浄
土
を
あ
ら
は
す
。玉
珠
楼（
ぎ
ょ
く
し
ゅ

ろ
う
）
の
風
の
音
、糸
竹
（
し
ち
く
）
の
調
（
し

ら
べ
）
と
り
ど
り
に
、
芬
芳
（
ふ
ん
ぽ
う
）
し

き
り
に
乱
れ
た
り
。
迦
陵
頻
伽
（
か
り
ょ
う
び

ん
が
）
の
た
ぐ
ひ
な
き
、
声
を
た
ぐ
へ
て
も
ろ

と
も
に
。
孔
雀
（
く
じ
ゃ
く
）
鸚
鵡
（
お
う
む
）

の
、
同
じ
く
さ
え
ず
る
鳥
の
お
の
づ
か
ら
、
光

も
影
も
お
し
な
べ
て
。
至
ら
ぬ
隈
（
く
ま
）
も

な
け
れ
ば
無
辺
光
と
は
名
づ
け
た
り

（
竹
内
さ
ん
の
現
代
語
訳
）
月
の
名
所
は
多
く

あ
る
が
、な
か
で
も
こ
の
姨
捨
山
の
曇
り
な
い
、

満
月
の
清
ら
か
に
澄
ん
だ
光
は
、
勝
劣
の
な
い

諸
仏
の
中
で
も
と
く
に
尊
い
阿
弥
陀
仏
の
悲
願

を
あ
ら
わ
す
「
弥
陀
光
明
」
の
ご
と
く
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
月
は
、阿
弥
陀
如
来
の
脇
士
と
し
て
、

衆
生
の
重
き
罪
を
救
い
取
ろ
う
と
す
る
大
勢
至

菩
薩
で
あ
り
、そ
の
相
好
（
そ
う
ご
う
）
に
は
、

十
方
諸
仏
の
浄
土
の
様
子
が
映
し
出
さ
れ
、
花

鳥
風
月
、
と
り
ど
り
、
さ
ま
ざ
ま
の
た
ぐ
い
な

き
あ
り
さ
ま
を
示
し
、光
も
影
も
お
し
な
べ
て
、

至
ら
ぬ
隈
も
な
い
「
無
辺
光
」
に
つ
つ
ま
れ
る

　
「
姨
捨
山
の
曇
り
の
な
い
光
り
」
の
姨
捨
山

と
は
、冠
着
山（
か
む
り
き
や
ま
）の
こ
と
で
す
。

当
地
で
は
頭
が
一
つ
と
び
出
た
独
立
峰
で
さ
ら

し
な
の
里
の
シ
ン
ボ
ル
。
ふ
も
と
に
は
千
曲
川

が
流
れ
、
頂
上
は
平
ら
で
、
３
６
０
度
見
渡
せ

ま
す
。
謡
曲
「
姨
捨
」
の
引
用
箇
所
は
、
月
が

現
れ
た
中
秋
の
晩
の
当
地
を
「
浄
土
」
の
情
景

と
し
て
紹
介
し
、
こ
の
あ
と
に
姨
捨
山
頂
で
、

捨
て
ら
れ
た
老
女
が
語
り
と
舞
い
を
、
都
か
ら

来
た
旅
人
に
披
露
す
る
様
子
を
描
き
ま
す
。

　
「
浄
土
」
と
い
え
る
景
観
の
中
心
の
山
の
頂

上
に
老
女
は
い
る
の
で
す
か
ら
、
捨
て
ら
れ
た

と
し
て
も
心
を
慰
め
ら
れ
て
不
思
議
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
世
阿
弥
は
老
女
に
「
わ
が

心
慰
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
や
姨
捨
山
に
て
る
月

を
見
て
…
返
せ
や
返
せ
。
昔
の
秋
を
…
思
ひ
出

で
た
る
妄
執
の
心
。
や
る
方
も
な
き
。
今
宵
の

秋
風
。
身
に
し
み
じ
み
と
。
恋
し
き
は
昔
…
」

と
慰
め
き
れ
な
い
心
の
内
を
歌
わ
せ
、
嘆
か
せ

ま
す
。
竹
内
さ
ん
は
こ
の
場
面
を
次
の
よ
う
に

読
み
解
き
ま
す
。

　
「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
」
の
歌
は
、
こ
の
曲

で
三
度
歌
わ
れ
る
の
で
す
が
、
三
度
目
の
こ
こ

が
最
も
哀
切
で
し
て
、
身
を
よ
じ
る
よ
う
に
し

て
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
、
勢
至
菩

薩
の
光
の
中
で
、
こ
よ
な
く
慰
ん
で
い
た
わ
け

で
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
光
は
彼
女
の
も
っ
て

い
る
、
そ
の
「
慰
め
か
ね
つ
」
の
思
い
を
、
い

わ
ば
透
明
に
消
し
去
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な

か
っ
た
わ
け
で
す
。
む
し
ろ
そ
の
光
の
中
で
、

「
返
せ
や
返
せ
。
昔
の
秋
を
…
恋
し
き
は
昔
。

し
の
ば
し
き
は
閻
浮
の
秋
よ
友
よ
…
」
と
い
う

よ
う
に
、
ま
さ
に
や
る
方
の
な
い
、
や
り
き
れ

な
い
思
い
を
掻
き
立
て
、
悲
し
み
を
募
つ
の
ら

せ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
老
女
は
捨
て
ら
れ
た
悲
し
み
を
癒
す
ど
こ
ろ

か
、
一
層
思
い
を
掻
き
立
て
ら
れ
て
、
悲
し
み

を
募
ら
せ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。そ
れ
で
は
、

老
女
は
悲
し
み
を
募
ら
せ
て
い
る
だ
け
の
存
在

な
の
で
し
ょ
う
か
。
竹
内
さ
ん
は
そ
う
で
は
な

く
、
老
女
が
都
人
に
対
し
て
悲
し
み
を
嘆
き
、

舞
っ
た
後
、
消
え
て
姨
捨
山
に
な
っ
た
と
世
阿

弥
が
最
終
場
面
で
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
全

体
と
し
て
老
女
は
救
わ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
ま

す
。
竹
内
さ
ん
の
言
葉
で
す
。

　
姨
捨
山
の
頂
上
で
そ
う
い
う
悲
し
い
、
さ
み

し
い
思
い
を
嘆
き
、
歌
い
、
舞
い
、
踊
る
わ
け

で
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、「
夜

も
既
に
し
ら
し
ら
と
、
は
や
あ
さ
ま
に
も
な
り

ぬ
れ
ば
、我
も
見
え
ず
旅
人
も
帰
る
あ
と
に
…
」

と
、
結
局
、
夜
明
け
を
迎
え
、
老
婆
の
姿
は
都

の
旅
人
に
は
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

謡
曲
で
は
そ
の
部
分
を
「
ひ
と
り
捨
て
ら
れ
て

老
女
が
、
昔
こ
そ
あ
ら
め
今
も
又
姨
捨
山
と
ぞ

な
り
に
け
る
、
姨
捨
山
と
ぞ
な
り
に
け
る
」
と

描
写
し
、
物
語
を
締
め
く
く
っ
て
い
ま
す
。
老

女
は
確
か
に
昔
捨
て
ら
れ
た
、
今
も
ま
た
、
ひ

と
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
姨
捨
山

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
。

　
こ
う
い
う
老
女
の
あ
り
方
を
舞
台
に
登
場
さ

せ
て
、世
阿
弥
は
何
を
訴
え
よ
う
と
し
た
の
か
。

む
ろ
ん
世
阿
弥
は
、
こ
の
老
婆
を
絶
望
に
突
き

落
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う

で
は
な
く
、
こ
の
ま
ま
の
形
で
彼
女
を
救
い
取

ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
こ
の「
わ
が
心
の
慰
め
か
ね
つ
」

と
い
う
思
い
を
持
つ
こ
と
、
ま
た
そ
の
ど
う
に

も
な
ら
な
い
心
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
を
通

し
て
、
全
体
と
し
て
老
婆
を
慰
め
て
い
く
と
い

う
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
慰
め
き
れ
な
い
悲
し
み
を
、
世
阿
弥
は
老
女

に
「
嘆
き
」
と
「
舞
い
」
と
い
う
表
現
を
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
慰
め
て
癒
し
、
最
後
に
老

女
を
救
い
と
る
結
末
。
竹
内
さ
ん
は
、
そ
の
よ

う
な
物
語
で
あ
っ
た
か
ら
、
多
く
の
日
本
人
の

心
に
残
り
、受
け
継
が
れ
て
き
た
の
が
謡
曲「
姨

捨
」
だ
と
読
み
解
き
ま
す
。

　
こ
う
し
た
物
語
を
世
阿
弥
は
「
わ
が
心
慰
め

か
ね
つ
」
の
歌
か
ら
発
想
し
た
の
で
す
が
、
竹

内
さ
ん
は
世
阿
弥
の
発
想
に
重
要
な
働
き
を
し

た
の
が
、
当
地
の
景
観
、「
場
」
の
在
り
方
で
、

そ
れ
が
「
決
定
的
に
重
要
だ
っ
た
」
と
講
演
で

指
摘
し
ま
し
た
。
慰
め
き
れ
な
い
悲
し
み
を
救

い
と
る
こ
と
が
で
き
る
説
得
力
の
あ
る
「
場
」

が
、
さ
ら
し
な
姨
捨
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
。
竹
内
さ
ん
の
ま
と
め
の
言
葉
で
す
。

　
今
日
申
し
上
げ
て
き
た
よ
う
な
こ
と
は
、
更

級
・
姨
捨
の
地
に
お
い
て
「
月
を
見
る
」
と
い

う
こ
と
に
お
い
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
の
姨
捨
の
地
の
光
景
な
り
風
景

な
り
は
、
そ
れ
抜
き
に
は
語
れ
な
い
わ
け
で
し

て
、
姨
捨
山
の
頂
上
に
つ
い
て
謡
曲
が
「
嶺
平

ら
か
に
し
て
万
里
の
空
も
隔
て
な
く
」
と
紹
介

す
る
よ
う
に
、
こ
の
世
が
浄
土
さ
な
が
ら
の
様

子
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
地
の
あ
り
方
を

語
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。（“
姨
捨
”
と
い
う
物

語
性
に
加
え
）
姨
捨
山
を
は
じ
め
と
す
る
山
の

形
と
か
、
千
曲
川
と
か
、
棚
田
な
ど
も
含
め
て

こ
の
山
並
み
、川
の
流
れ
が
一
望
で
き
る
「
場
」

で
あ
る
と
い
う
、
こ
の
景
観
の
あ
り
方
が
決
定

的
に
重
要
な
の
で
し
て
、
そ
う
い
う
「
場
」
が

あ
る
が
ゆ
え
に
、
今
ま
で
申
し
上
げ
来
て
い
る

よ
う
な
考
え
方
や
感
じ
方
が
語
ら
れ
続
け
、
息

づ
い
て
来
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

都人を圧倒した浄土景観―日本思想研究の竹内整一さん
著
名
人
の
心
を
つ
か
ん
だ
「
慰
め
か
ね
つ
」
歌
④


