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さ
ら
し
な
姨
捨
の
里
を
﹁
月
の
都
﹂
に
し

た
は
じ
ま
り
の
歌
﹁
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
さ

ら
し
な
や
姨
捨
山
に
て
る
月
を
見
て
﹂︒
こ

の
歌
が
載
る
古
今
和
歌
集
で
は
﹁
よ
み
人
し

ら
ず
﹂
と
あ
り
︑
だ
れ
が
詠
ん
だ
か
わ
か
り

ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
小
説
家
の
堀
辰
雄
さ
ん

︵
１
９
０
４
～
１
９
５
３
年
︶
は
︑
平
安
時
代

の
﹁
更
級
日
記
﹂
作
者
の
女
性
が
こ
の
歌
を

詠
ん
だ
と
す
る
プ
ロ
ッ
ト
の
﹁
姨
捨
﹂
と
い

う
短
編
を
書
き
ま
し
た
︒

　

堀
さ
ん
は
戦
争
を
挟
ん
で
昭
和
の
前
半
に

活
動
し
た
文
筆
家
︒
死
に
ゆ
く
こ
と
と
生
き

る
こ
と
に
つ
い
て
の
思
索
を
深
め
た
代
表
作

﹁
風
立
ち
ぬ
﹂
は
︑
宮
崎
駿
監
督
の
同
タ
イ
ト

ル
の
ア
ニ
メ
映
画
の
題
材
に
な
る
な
ど
堀
作

品
は
今
も
根
強
い
人
気
が
あ
り
ま
す
︒﹁
姨
捨
﹂

は
代
表
作
を
発
表
し
た
後
の
晩
年
に
堀
さ
ん

が
創
作
し
た
も
の
で
︑﹁
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
﹂

の
歌
は
堀
さ
ん
の
中
で
︑﹁
生
き
る
か
な
し
み
﹂

を
癒
す
も
の
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
が
う
か

が
え
ま
す
︒

　
﹁
姨
捨
﹂
と
い
う
作
品
は
︑﹁
更
級
日
記
﹂

の
ス
ト
ー
リ
ー
を
堀
さ
ん
独
自
の
読
み
解
き

で
物
語
に
し
た
も
の
で
す
︒
物
語
の
大
好
き

な
平
安
貴
族
の
少
女
が
源
氏
物
語
の
登
場
人

物
に
あ
こ
が
れ
︑
宮
仕
え
の
苦
労
を
味
わ
い
︑

中
年
に
な
っ
て
貴
公
子
と
の
出
会
い
の
場
面

が
あ
り
︑
そ
の
筋
立
て
は
原
作
と
ほ
ぼ
同
じ

な
の
で
す
が
︑
原
作
で
は
作
者
が
晩
年
︑
夫

が
信
濃
守
と
し
て
信
濃
に
単
身
赴
任
す
る
と

こ
ろ
を
︑
夫
に
付
き
添
っ
て
一
緒
に
信
濃
に

旅
立
つ
と
い
う
結
末
に
し
て
物
語
を
終
わ
ら

せ
て
い
ま
す
︒
結
末
が
原
作
と
は
大
き
く
違
っ

た
の
は
︑﹁
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
の
存
在
が

理
由
だ
っ
た
と
︑﹁
姨
捨
記
﹂
と
い
う
エ
ッ
セ

イ
で
堀
さ
ん
が
書
い
て
い
ま
す
︒︵
以
下
引
用

は
﹁
姨
捨
記
﹂
か
ら
︑
傍
線
は
さ
ら
し
な
堂
︶

︵
夫
に
付
き
添
っ
て
信
濃
に
行
く
と
い
う
結
末

に
す
る
︶
ぬ
き
さ
し
な
ら
な
い
よ
う
な
気
も

ち
も
私
に
は
い
つ
か
生
じ
て
ゐ
た
の
だ
︒
そ

れ
は
私
が
自
分
の
作
品
の
題
詞
と
し
た
︑
古

今
集
中
の
﹁﹁
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な

や
姨
捨
山
に
て
る
月
を
見
て
﹂
と
い
う
︑
よ

み
人
し
ら
ず
の
歌
へ
の
関
心
で
あ
る
︒
こ
の

古
歌
は
︑
私
に
は
︑
ど
う
し
て
も
自
分
の
作

品
の
女
主
人
公
と
ほ
ぼ
似
た
よ
う
な
境
遇
に

あ
っ
た
女
が
︑
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
遠
い
昔

に
人
知
れ
ず
詠
ん
だ
も
の
の
よ
う
な
気
が
し

て
な
ら
な
い
︒︵
中
略
︶
原
文
で
は
︑
信
濃
に

下
っ
て
ゐ
た
夫
は
そ
れ
か
ら
一
年
立
つ
か
立

た
な
い
う
ち
に
病
を
得
て
帰
京
す
る
が
︑
そ

の
後
間
も
な
く
身
ま
か
て
し
ま
ふ
︒
あ
と
に

取
り
残
さ
れ
た
女
は
﹁
さ
す
が
に
命
は
う
き

に
も
た
え
ず
︑な
が
ら
ふ
め
れ
ど
﹂
遂
に
ま
っ

た
く
の
孤
独
と
な
っ
た
自
分
の
身
の
上
を﹁
を

ば
す
て
﹂
と
観
じ
︑
そ
の
や
う
な
感
慨
を
そ

の
古
今
集
よ
み
人
知
ら
ず
の
歌
を
本
歌
と
し

た
一
首
の
和
歌
に
托
し
て
ゐ
る
の
だ
が
︑
私

は
彼
女
自
身
の
詠
ん
だ
そ
の
歌
よ
り
も
︑
こ

の
古
歌
そ
の
も
の
を
こ
そ
彼
女
に
口
ず
さ
ま

せ
た
い
や
う
な
気
が
し
て
な
ら
か
っ
た
の
で

あ
る
︒
そ
れ
故
︑私
は
自
分
の
作
品
に
特
に﹁
姨

捨
﹂
と
い
う
題
を
選
び
︑
そ
の
作
品
の
中
で

は
女
主
人
公
を
し
て
夫
に
伴
っ
て
信
濃
に
赴

か
し
め
る
と
こ
ろ
で
筆
を
絶
ち
︑
そ
の
代
わ

り
に
た
だ
︑
そ
の
後
の
女
の
境
遇
を
そ
れ
と

な
く
暗
示
す
る
か
の
や
う
に
︑
そ
の
よ
み
人

知
ら
ず
の
古
歌
を
題
詞
と
し
て
置
い
た
の
で

あ
る
︒

　
﹁
よ
み
人
し
ら
ず
の
古
歌
を
題
詞
と
し
て
置

い
た
﹂
と
い
う
の
は
︑
こ
の
作
品
の
物
語
の

文
章
の
前
の
ペ
ー
ジ
に
﹁
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
配
置
し
た
こ
と
を
い
い
ま
す
︒
物
語

の
中
で
︑
主
人
公
の
女
性
が
こ
の
歌
を
詠
む

場
面
は
出
て
き
ま
せ
ん
が
︑
冒
頭
に
こ
の
歌

を
置
い
た
こ
と
で
︑
女
性
が
詠
ん
だ
こ
と
を

読
者
に
暗
示
さ
せ
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
ま

す
︒

　

な
ぜ
堀
さ
ん
は
﹁
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
﹂

の
歌
を
女
性
に
﹁
口
ず
さ
ま
せ
た
い
や
う
な

気
が
し
て
な
ら
な
か
っ
た
﹂の
か
︒
原
作
が﹁
更

級
日
記
﹂
と
い
う
題
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い

て
の
堀
さ
ん
の
解
釈
の
部
分
か
ら
推
察
で
き

ま
す
︒

　

な
ぜ
こ
の
日
記
が
信
濃
に
因
ん
で
﹁
更
級

日
記
﹂
と
題
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
︒

そ
れ
ま
で
そ
ん
な
こ
と
に
は
殆
ど
意
を
介
し

も
し
な
か
っ
た
の
に
︑
そ
の
と
き
突
然
私
に

そ
れ
が
は
っ
き
り
と
分
か
っ
た
︒
月
の
凄
い

ほ
ど
い
い
︑
荒
涼
と
し
た
古
い
信
濃
の
里
が
︑

当
時
の
京
の
女
た
ち
に
は
彼
女
た
ち
の
花
や

か
に
見
え
る
そ
の
日
暮
ら
し
の
す
ぐ
裏
側
に

あ
る
生
の
真
相
の
象
徴
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
た
に
ち
が
ひ
な
く
︑
そ
し
て
さ
う
い
ふ
女

た
ち
の
一
人
が
そ
の
心
慰
ま
ぬ
晩
年
に
筆
を

と
っ
た
一
生
の
回
顧
録
は
ま
さ
に
そ
れ
に
因

ん
だ
表
題
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
︒
そ
し
て

彼
女
の
回
想
録
を
読
み
了
ら
う
と
す
る
瞬
間

に
誰
し
も
胸
裡
に
お
の
づ
か
ら
浮
ん
で
来
る

で
あ
ら
う
信
濃
の
更
級
の
里
あ
た
り
の
侘
び

し
い
風
物
︑
︱
さ
う
い
ふ
読
後
の
印
象
を
一

層
深
く
す
る
よ
う
な
結
末
を
私
は
自
分
の
短

編
小
説
に
興
へ
た
い
と
思
っ
た
︒

　
そ
こ
に
私
が
こ
の
﹁
更
級
日
記
﹂
を
自
分

の
も
の
と
し
て
書
き
変
え
る
た
め
の
唯
一
の

よ
り
ど
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
云
っ
て
い
い
︒

　

す
ご
い
月
が
あ
る
信
濃
の
さ
ら
し
な
の
里

が
︑
都
の
貴
族
女
性
た
ち
に
と
っ
て
は
︑
華

や
か
に
見
え
る
日
々
の
裏
側
に
あ
る
生
の
真

相
の
象
徴
で
︑
そ
の
こ
と
と
さ
ら
し
な
の
里

の
侘
び
し
い
風
物
が
溶
け
合
っ
て
一
体
と

な
っ
た
印
象
を
読
者
に
持
っ
て
も
ら
い
た
い
︑

そ
の
た
め
に
は
主
人
公
が
信
濃
に
行
く
こ
と

が
必
要
だ
っ
た
︱
と
堀
さ
ん
が
考
え
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す
︒
こ
の
よ
う
な
狙
い
と
構
想

で
あ
れ
ば
︑﹁
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
﹂
の
歌
は
︑

さ
ら
し
な
の
里
の
姨
捨
山
の
ふ
も
と
で
主
人

公
の
女
性
に
詠
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
確
か
に

必
要
で
す
︒
こ
の
歌
が
堀
さ
ん
の
﹁
姨
捨
﹂

創
作
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
︒

　

堀
さ
ん
の
﹁
姨
捨
﹂
の
結
末
が
原
作
と
大

き
く
違
っ
た
の
は
︑﹁
更
級
日
記
﹂
を
物
語
と

し
て
描
き
直
し
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
ま
す
︒

原
作
は
作
者
の
回
想
録
な
の
で
︑
人
生
の
大

き
な
節
目
に
つ
い
て
“
う
そ
”
を
書
く
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
︒﹁
姨
捨
記
﹂
に
よ
る
と
︑

堀
さ
ん
は
﹁
更
級
日
記
﹂
を
少
年
の
こ
ろ
か

ら
愛
読
し
た
読
者
な
の
で
︑
時
間
を
か
け
て

作
者
の
実
人
生
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ

た
の
で
す
︒
物
語
と
し
て
女
性
の
人
生
を
描

く
う
え
で
は
︑﹁
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
女

性
に
歌
わ
せ
る
こ
と
が
い
ち
ば
ん
ぴ
っ
た
り

く
る
と
考
え
た
の
で
し
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
は
︑﹁
更
級
日
記
﹂

作
者
の
女
性
も
読
ん
で
知
っ
て
い
ま
し
た
︒

こ
の
歌
が
あ
っ
て
︑
日
記
の
最
終
盤
に
自
分

が
詠
ん
だ
﹁
月
も
出
で
で
闇
に
暮
れ
た
る
姨

捨
に
な
に
と
て
今
宵
た
ず
ね
来
つ
ら
む
﹂
の

歌
を
載
せ
た
こ
と
が
研
究
者
の
間
で
は
通
説

で
す
︒﹁
月
も
出
で
で
﹂
の
歌
は
︑い
わ
ば
﹁
わ

が
心
慰
め
か
ね
つ
﹂
の
歌
の
本
歌
取
り
で
す
︒

　

生
き
て
い
く
と
き
に
か
な
し
み
か
ら
逃
れ

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
堀
さ
ん
は
だ
れ
も

が
抱
え
る
﹁
生
き
る
か
な
し
み
﹂
を
︑﹁
更
級

日
記
﹂
作
者
に
代
わ
っ
て
﹁
姨
捨
﹂
で
表
現

し
ま
し
た
︒
そ
の
よ
う
な
表
現
を
通
し
て
︑

人
間
の
生
き
る
か
な
し
み
を
癒
そ
う
と
し
た

と
言
え
ま
す
︒

　

２
０
２
４
年
は
堀
辰
雄
さ
ん
生
誕
１
２
０

年
︒
長
野
県
軽
井
沢
町
の
堀
辰
雄
記
念
文
学

館
で
は
︑
関
連
の
イ
ベ
ン
ト
や
企
画
展
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
︒

生きるかなしみを癒す－「風立ちぬ」の堀辰雄さん
著
名
人
の
心
を
つ
か
ん
だ
﹁
慰
め
か
ね
つ
﹂
歌
⑤


