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長
野
県
千
曲
市
に
あ
る
さ
ら
し
な
の
里
を
全

国
に
知
ら
し
め
た
古
今
和
歌
集
の
「
わ
が
こ
こ

ろ
慰
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
姨
捨
山
に
て
る
月
を

み
て
」
の
作
者
は
「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
記
さ
れ
、

ど
ん
な
人
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
問

題
に
つ
い
て
も
信
州
大
学
名
誉
教
授
滝
沢
貞
夫

さ
ん
（
２
０
１
６
年
死
去
）
の
説
（「
し
な
の
文

学
夜
話
（
上
）」）
を
踏
ま
え
、推
論
を
書
き
ま
す
。

　

歌
の
素
養

　

滝
沢
さ
ん
は
、
さ
ら
し
な
の
里
を
訪
れ
た
都

の
旅
人
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
都
の
旅

人
は
、
故
郷
の
都
の
方
角
の
空
を
さ
え
ぎ
る
山

の
嶺
を
見
な
が
ら
、
さ
ら
し
な
の
里
の
清
澄
な

空
に
美
し
く
白
く
照
り
輝
く
月
を
見
て
、
旅
の

孤
独
感
が
一
層
募
り
、
郷
愁
の
心
が
身
に
し
み

た
の
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
す
。
そ
う
解
釈
で
き

る
根
拠
は
明
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
国
文
学
の

専
門
家
と
し
て
こ
の
歌
が
作
ら
れ
た800

年
代

に
さ
ら
し
な
の
里
に
生
ま
れ
育
っ
た
在
地
の
者

に
和
歌
を
詠
め
る
ほ
ど
の
素
養
は
な
か
っ
た
は

ず
だ
か
ら
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
察
し
ま

す
。

　

当
時
は
都
の
役
人
が
全
国
に
派
遣
さ
れ
て
各

地
を
治
め
る
時
代
（
中
央
集
権
国
家
）
が
始
ま
っ

て
い
た
の
で
、
歌
を
作
っ
た
人
は
さ
ら
し
な
の

里
に
役
人
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
人
で
あ
る
可

能
性
も
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
歌
の
素

養
が
あ
る
都
人
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で

し
ょ
う
。

　

月
と
山
を
詠
ん
だ
阿
倍
仲
麻
呂

　

そ
し
て
こ
こ
か
ら
が
わ
た
し
の
推
論
で
す
。

滝
沢
さ
ん
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
慰
め
か
ね
つ
」

和
歌
が
都
人
の
歌
だ
と
す
る
と
、
や
は
り
山
と

月
の
組
み
合
わ
せ
で
詠
み
百
人
一
首
に
も
選
ば

れ
た
阿
倍
仲
麻
呂
の
歌
「
天
（
あ
ま
）
の
原
ふ

り
さ
け
み
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
で
し

月
か
も
」
が
気
に
な
る
の
で
す
。
思
い
切
っ
て

想
像
を
膨
ら
ま
せ
ま
す
が
、「
慰
め
か
ね
つ
」
和

歌
の
作
者
は
仲
麻
呂
の
こ
の
歌
を
知
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

仲
麻
呂
の
こ
の
歌
は
遣
唐
使
と
し
て
中
国
に

渡
り
、
皇
帝
（
玄
宗
）
の
側
近
官
僚
と
な
っ
た

た
め
帰
国
を
許
さ
れ
ず
、
幼
い
時
に
見
た
奈
良

の
都
の
三
笠
山
の
美
し
い
月
に
つ
い
て
の
感
慨

を
詠
ん
だ
も
の
で
す
。
詠
ん
だ
の
は
奈
良
時
代

の8

世
紀
半
ば
、
そ
れ
か
ら
約
150
年
後
の
平
安

時
代
に
な
っ
て
紀
貫
之
ら
が
仲
麻
呂
に
こ
ん
な

す
ば
ら
し
い
歌
が
あ
る
と
し
て
古
今
和
歌
集
に

載
せ
ま
し
た
。

　

似
て
い
る
「
慰
め
か
ね
つ
」
和
歌

　

仲
麻
呂
が
歌
作
し
た
の
は
ち
ょ
う
ど
万
葉
集

が
成
立
す
る
こ
ろ
な
の
で
、
万
葉
集
に
は
間
に

合
わ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
は
い
え
、

仲
麻
呂
は
日
本
と
当
時
の
超
大
国
の
唐
と
の
偉

大
な
架
け
橋
と
な
っ
て
い
た
秀
才
で
す
か
ら
、

万
葉
集
成
立
後
、
奈
良
の
都
を
代
表
す
る
三
笠

山
を
て
ら
す
月
を
詠
ん
だ
す
ば
ら
し
い
歌
が
仲

麻
呂
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
都
の
貴
族
の
間

で
話
題
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
歌
は
シ
ン
プ
ル
で
分
か
り
や
す
く
、「
慰

め
か
ね
つ
」
和
歌
の
分
か
り
や
す
さ
と
よ
く
似

て
い
ま
す
。

　

「
慰
め
か
ね
つ
」
和
歌
の
作
者
は
、
訪
れ
た

さ
ら
し
な
の
里
の
月
の
美
し
さ
を
歌
に
す
る
と

き
に
、
仲
麻
呂
の
歌
を
思
い
浮
か
べ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
じ
つ
け
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
た
だ
仲
麻
呂
の
歌
は 

古
今
和
歌
集 

の
「
覉

旅
歌
」
と
い
う
旅
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
巻
九
の

最
初
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ぐ
ら
い
重
要

な
歌
だ
っ
た
の
で
多
く
の
人
の
知
る
と
こ
ろ
と

な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
慰
め

か
ね
つ
」
和
歌
の
作
者
は
都
の
旅
人
だ
と
い
う

滝
沢
さ
ん
の
お
考
え
に
触
発
さ
れ
て
妄
想
し
ま

し
た
。

　

画
像
は
仲
麻
呂
の
「
天
の
原
」
の
和
歌
を
テ
ー

マ
に
作
ら
れ
た
絵
本
。
作
者
は
松
尾
芭
蕉
の
「
更

科
紀
行
」
を
漫
画
や
絵
本
に
し
た
す
ず
き
大
和

さ
ん
で
す
。

作者は都の旅人か   仲麻呂の歌ふまえ「慰めかねつ」？


