
氏
か
ら
も
見
捨
て
ら
れ
て
、寂
し
い
身
の
上
と
な
り
、涙
な
が
ら

に
伊
勢
に
赴
い
た
の
だ
と
い
う
。そ
の
よ
う
に
語
っ
た
女
は
、実
は

自
分
が
そ
の
六
条
御
息
所
な
の
だ
と
名
乗
っ
て
姿
を
消
す
。夜

に
な
る
と
、御
息
所
の
霊（
後
シ
テ
）が
現
れ
、賀
茂
の
祭
り
見
物

の
折
に
、車
を
据
え
る
場
所
を
光
源
氏
の
正
妻
で
あ
る
葵
上
と

争
っ
て
恥
辱
を
受
け
た
車
争
い
の
思
い
出
な
ど
を
物
語
り
、僧
に
、

妄
執
か
ら
の
救
い
を
請
い
願
う
。御
息
所
は
懐
旧
の
舞
を
舞
い
、

や
が
て
去
っ
て
ゆ
く
が
、迷
い
の
世
を
離
れ
得
た
か
ど
う
か
…
…
。

　
　
　
　

典
拠

　

本
曲
の
前
半
は『
源
氏
物
語
』賢
木
巻
を
踏
ま
え
て
お
り
、

九
月
七
日
に
野
宮
を
訪
れ
た
光
源
氏
と
六
条
御
息
所
と
の
対

面
場
面
を
物
語
本
文
に
沿
う
形
で
表
現
し
て
い
る
。し
っ
と
り

と
し
た
物
哀
れ
な
嵯
峨
野
の
秋
の
風
景
は
、『
源
氏
物
語
』で
は
、

「
秋
の
花
み
な
お
と
ろ
へ
つ
つ
、浅
茅
が
原
も
か
れ
が
れ
な
る
虫

の
音
に
、松
風
す
ご
く
吹
き
あ
は
せ
て
」と
表
現
さ
れ
て
お
り
、

花
は
萎
れ
、草
は
枯
れ
、虫
の
音
も
弱
っ
て
、松
風
の
音
が
物
寂

し
く
聞
こ
え
て
い
る
と
い
う
様
子
は
す
で
に
冬
の
よ
う
で
あ
る
。

野
宮 —
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い
闇
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誇
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々
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『
源
氏
物
語
』賢
木
巻
、葵
巻
に
取
材
し
た
能〈
野
宮
〉は
、六

条
御
息
所
の
屈
折
し
た
心
情
を
描
き
出
し
た
名
品
と
し
て
高

く
評
価
さ
れ
て
い
る
。「
野
宮
」と
は
斎
王
に
な
る
未
婚
の
内
親

王
が
、斎
宮（
伊
勢
）、斎
院（
賀
茂
）に
移
る
前
の
一
年
間
、潔
斎

の
た
め
に
籠
る
と
こ
ろ
で
、斎
宮
の
場
合
は
嵯
峨
野
、斎
院
の
場

合
は
紫
野
で
あ
っ
た
。六
条
御
息
所
の
娘
は
、斎
宮
に
定
め
ら
れ

た
の
で
、本
曲
で
は
、嵯
峨
野
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。

　

能〈
野
宮
〉の
作
者
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、近
年
は
金
春

禅
竹（
一
四
〇
五
年
〜
一
四
七
〇
年
前
後
）作
と
す
る
説
が
有
力

で
あ
る
。そ
の
梗
概
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

梗
概　

　

旅
の
僧（
ワ
キ
）が
京
都
嵯
峨
野
の
野
宮
の
旧
跡
へ
参
拝
す
る

と
、女（
前
シ
テ
）が
現
れ
、こ
の
野
宮
は
、昔
、六
条
御
息
所
が
伊

勢
の
斎
宮
と
な
っ
た
娘
と
と
も
に
籠
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
話
し
て
聞

か
せ
る
。御
息
所
は
、皇
太
子
妃
と
し
て
華
や
か
な
日
々
を
送
っ

た
女
性
で
あ
っ
た
が
、夫
に
死
別
し
、そ
の
後
に
愛
を
得
た
光
源

植　
　

木　
　

朝　
　

子



そ
し
て
こ
う
し
た
物
悲
し
い
風
景
は
、お
の
ず
と
六
条
御
息
所

の
心
象
風
景
と
重
な
っ
て
効
果
的
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、野
宮
に
特
有
の
も
の
と
し
て
、小
柴
垣
や
、黒
木
の

鳥
居
、火
焼
屋
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。小
柴
で
作
っ
た
低
い

垣
や
、皮
の
つ
い
た
ま
ま
の
丸
太
で
作
っ
た
鳥
居
、衛
士
が
警
護
の

た
め
に
篝
火
を
た
く
小
屋
な
ど
、質
素
な
が
ら
、神
域
ら
し
い
風

情
を
持
っ
た
こ
れ
ら
の
建
造
物
は
、能〈
野
宮
〉の
詞
章
の
中
に
も

取
り
込
ま
れ
て
お
り
、特
に
黒
木
の
鳥
居
は
作
り
物
と
し
て
出

さ
れ
て
舞
台
に
情
趣
を
添
え
る
。

　

本
曲
後
半
の
詞
章
は
、六
条
御
息
所
が
、車
に
乗
っ
て
現
れ
た

か
の
よ
う
な
表
現
を
取
っ
て
い
る
。現
在
の
金
剛
流
で
は「
車
出

之
伝
」と
い
う
特
殊
演
出
の
場
合
に
の
み
、車
の
作
り
物
を
出
す

が
、か
つ
て
は
、黒
木
の
鳥
居
の
み
出
す
、車
の
み
出
す
、両
方
と

も
出
す
と
い
う
三
様
が
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

　

さ
て
、本
曲
後
半
で
、六
条
御
息
所
が
語
る
車
争
い
の
典
拠
は

『
源
氏
物
語
』葵
巻
で
あ
る
。賀
茂
の
新
斎
院
が
賀
茂
河
原
に

出
て
御
禊
を
す
る
日
、光
源
氏
は
特
別
に
そ
の
行
列
に
供
奉
す

る
こ
と
に
な
り
、懐
妊
中
の
葵
上
は
女
房
た
ち
に
せ
が
ま
れ
て

見
物
に
出
か
け
た
。そ
こ
に
は
御
息
所
も
姿
を
や
つ
し
て
見
物

に
来
て
い
た
が
、左
大
臣
家
の
権
勢
を
笠
に
着
た
葵
上
の
従
者

た
ち
が
、御
息
所
の
車
に
さ
ん
ざ
ん
乱
暴
を
働
く
。御
息
所
は

人
目
を
忍
ん
で
や
っ
て
来
た
の
に
、源
氏
へ
の
断
ち
切
り
が
た
い

未
練
を
人
々
に
知
ら
れ
て
し
ま
っ
た
上
、正
妻
と
の
地
位
の
差
を

見
せ
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
屈
辱
を
味
わ
う
。誇
り
を
傷
つ
け
ら
れ

た
御
息
所
は
思
い
悩
み
、生
霊
と
な
っ
て
葵
上
を
苦
し
め
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　

能〈
葵
上
〉と
能〈
野
宮
〉

　

こ
の
車
争
い
に
起
因
す
る
六
条
御
息
所
の
恨
み
に
焦
点
を
当

て
た
能
に〈
葵
上
〉が
あ
る
。梗
概
は
次
の
通
り
。朱
雀
院
の
臣

下（
ワ
キ
ツ
レ
）が
、葵
上
の
病
因
を
知
る
た
め
に
、巫
女（
ツ
レ
）

に
梓
弓
の
法
を
行
わ
せ
る
と
、梓
の
弓
の
音
に
引
か
れ
て
貴
婦

人（
前
シ
テ
）が
現
れ
る
。女
は
六
条
御
息
所
の
怨
霊
と
名
の
り
、

恨
み
言
を
述
べ
、悔
し
さ
の
あ
ま
り
、葵
上（
舞
台
上
に
広
げ
て

置
か
れ
た
小
袖
が
葵
上
を
表
す
）を
激
し
く
打
ち
た
た
き
、姿

を
消
す
。葵
上
の
容
態
が
急
変
し
た
た
め
、横
川
の
小
聖（
ワ
キ
）

が
呼
ば
れ
、祈　

が
行
わ
れ
る
。御
息
所
の
霊
は
鬼
の
姿（
後
シ

テ
）と
な
っ
て
現
れ
、小
聖
に
立
ち
向
か
う
が
、つ
い
に
調
伏
さ
れ

る
。

　
〈
野
宮
〉と〈
葵
上
〉は
、ど
ち
ら
も
六
条
御
息
所
を
主
人
公

と
す
る
が
、そ
の
趣
は
大
き
く
異
な
る
。『
源
氏
物
語
』本
文
に

沿
っ
た
形
で
作
ら
れ
て
い
る〈
野
宮
〉に
対
し
、〈
葵
上
〉は
物
語

に
基
づ
き
な
が
ら
も
、梓
巫
女
や
横
川
の
小
聖
な
ど
、原
作
に

な
い
人
物
を
登
場
さ
せ
、劇
的
な
構
成
に
し
て
い
る
。ま
た〈
野

宮
〉の
御
息
所
は
、葵
上
へ
の
恨
み
を
直
接
に
表
現
す
る
こ
と
は

な
く
、車
争
い
で
恥
辱
を
受
け
た
身
を「
憂
し
」と
嘆
く
の
に
対



し
、〈
葵
上
〉の
御
息
所
は「
恨
み
」「
恨
め
し
」の
語
を
繰
り
返

し
、葵
上
を
打
た
ず
に
は
い
ら
れ
ず
、と
う
と
う
鬼
の
姿
を
現

す
。恨
み
を
沈
潜
さ
せ
た
静
か
な
あ
き
ら
め
の
中
で
涙
に
暮
れ

る〈
野
宮
〉の
御
息
所
と
激
し
い
怒
り
の
炎
に
身
を
焦
が
す〈
葵

上
〉の
御
息
所
。内
に
よ
り
深
い
苦
し
み
を
秘
め
て
い
る
か
の
よ

う
に
、救
い
を
得
た
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
消
え
て
ゆ
く

〈
野
宮
〉の
御
息
所
の
霊
と
、聖
と
の
激
し
い
争
い
の
末
に
敗
北
し
、

か
え
っ
て
成
仏
を
約
束
さ
れ
た〈
葵
上
〉の
御
息
所
の
霊
。二
つ
の

作
品
は
、悲
嘆
と
瞋
恚
、静
と
動
、暗
と
明
の
ご
と
く
対
照
的
な

面
を
も
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

森
と
花

　

実
は
、〈
野
宮
〉一
曲
の
中
に
も
、あ
る
対
照
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。そ
れ
は「
森
」の
イ
メ
ー
ジ
と「
花
」の
イ
メ
ー
ジ
の

対
照
で
あ
る
。〈
野
宮
〉の
詞
章
に
は
、「
森
の
木
枯
ら
し
」「
森
の

蔭
」「
森
の
下
道
」「
森
の
木
の
間
」「
森
の
木
蔭
」「
森
の
下
露
」

の
よ
う
に
、「
森
」の
語
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
。『
源
氏
物

語
』賢
木
巻
に
は「
野
辺
」「
浅
茅
が
原
」と
い
っ
た
語
が
見
え
る

だ
け
で
、荒
涼
と
し
た
広
い
野
原
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
る
野

宮
周
辺
が
、能〈
野
宮
〉に
お
い
て
は
、暗
く
深
い
闇
に
閉
ざ
さ
れ

た
森
の
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。木
々
の
作
り

出
す
濃
い
闇
と
か
す
か
に
漏
れ
来
る
月
の
光
は
、御
息
所
の
複

雑
な
心
情
を
よ
く
表
し
て
い
よ
う
。

　
一
方
の「
花
」に
つ
い
て
、〈
野
宮
〉で
は
前
シ
テ
の
登
場
に「
花
に

馴
れ
来
し
野
の
宮
の　

花
に
馴
れ
来
し
野
の
宮
の　

秋
よ
り
後

は
如
何
な
ら
ん
」と
歌
わ
れ
、後
シ
テ
の
登
場
場
面
で
は「
野
の

宮
の
秋
の
千
草
の
花
車　

わ
れ
も
昔
に　

廻
り
来
に
け
り
」と

歌
わ
れ
る
。す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』本
文
で
、「
秋
の
花
み
な

お
と
ろ
へ
つ
つ
」（
こ
の
箇
所
は〈
野
宮
〉に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
）

と
さ
れ
て
い
る
通
り
、光
源
氏
が
野
宮
を
訪
れ
た
の
は
、草
花

も
枯
れ
つ
つ
あ
る
季
節
で
は
あ
る
が
、能〈
野
宮
〉の
シ
テ
は
、美

し
い
秋
の
花
々
に
彩
ら
れ
て
こ
そ
登
場
す
る
の
で
あ
る
。か
つ
て
、

御
息
所
は
、皇
太
子
か
ら
愛
さ
れ「
時
め
く
花
の
色
香
ま
で　

妹
背
の
心
あ
さ
か
ら
ざ
り
し
に
」と
い
う
様
子
で
あ
っ
た
が
、今
は

「
心
の
色
は
自
づ
か
ら　

千
草
の
花
に
あ
ら
は
れ
て　

衰
ふ
る

身
の
習
ひ
か
や
」と
嘆
く
よ
う
に
、光
源
氏
か
ら
も
見
捨
て
ら
れ

て
、心
は
花
が
色
あ
せ
る
ご
と
く
萎
れ
て
し
ま
っ
た
。咲
き
誇
る

花
は
、御
息
所
の
栄
華
と
幸
福
と
を
暗
示
し
、萎
れ
た
花
と
闇

に
閉
ざ
さ
れ
た
森
に
対
置
さ
れ
る
こ
と
で
、御
息
所
の
悲
し
み
が

一
層
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　

暗
い
森
の
蔭
と
か
す
か
な
月
の
光
、美
し
く
咲
き
乱
れ
る
色

と
り
ど
り
の
花
々
と
無
残
に
萎
れ
て
ゆ
く
花
々
。森
と
花
の
イ
メ

ー
ジ
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
内
に
光
と
影
と
を
抱
え
な
が
ら
、能〈
野

宮
〉の
中
で
重
層
的
な
対
照
を
織
り
な
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で

は
な
い
か
。



雑
な
心
情
を
よ
く
表
し
て
い
よ
う
。

　
一
方
の「
花
」に
つ
い
て
、〈
野
宮
〉で
は
前
シ
テ
の
登
場
に「
花
に

馴
れ
来
し
野
の
宮
の　

花
に
馴
れ
来
し
野
の
宮
の　

秋
よ
り
後

は
如
何
な
ら
ん
」と
歌
わ
れ
、後
シ
テ
の
登
場
場
面
で
は「
野
の

宮
の
秋
の
千
草
の
花
車　

わ
れ
も
昔
に　

廻
り
来
に
け
り
」と

歌
わ
れ
る
。す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』本
文
で
、「
秋
の
花
み
な

お
と
ろ
へ
つ
つ
」（
こ
の
箇
所
は〈
野
宮
〉に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
）

と
さ
れ
て
い
る
通
り
、光
源
氏
が
野
宮
を
訪
れ
た
の
は
、草
花

も
枯
れ
つ
つ
あ
る
季
節
で
は
あ
る
が
、能〈
野
宮
〉の
シ
テ
は
、美

し
い
秋
の
花
々
に
彩
ら
れ
て
こ
そ
登
場
す
る
の
で
あ
る
。か
つ
て
、

御
息
所
は
、皇
太
子
か
ら
愛
さ
れ「
時
め
く
花
の
色
香
ま
で　

妹
背
の
心
あ
さ
か
ら
ざ
り
し
に
」と
い
う
様
子
で
あ
っ
た
が
、今
は

「
心
の
色
は
自
づ
か
ら　

千
草
の
花
に
あ
ら
は
れ
て　

衰
ふ
る

身
の
習
ひ
か
や
」と
嘆
く
よ
う
に
、光
源
氏
か
ら
も
見
捨
て
ら
れ

て
、心
は
花
が
色
あ
せ
る
ご
と
く
萎
れ
て
し
ま
っ
た
。咲
き
誇
る

花
は
、御
息
所
の
栄
華
と
幸
福
と
を
暗
示
し
、萎
れ
た
花
と
闇

に
閉
ざ
さ
れ
た
森
に
対
置
さ
れ
る
こ
と
で
、御
息
所
の
悲
し
み
が

一
層
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　

暗
い
森
の
蔭
と
か
す
か
な
月
の
光
、美
し
く
咲
き
乱
れ
る
色

と
り
ど
り
の
花
々
と
無
残
に
萎
れ
て
ゆ
く
花
々
。森
と
花
の
イ
メ

ー
ジ
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
内
に
光
と
影
と
を
抱
え
な
が
ら
、能〈
野

宮
〉の
中
で
重
層
的
な
対
照
を
織
り
な
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で

は
な
い
か
。

　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』の
享
受
史
の
中
で

　
『
源
氏
物
語
』は
、後
の
文
芸
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
が
、

〈
野
宮
〉で
描
か
れ
る
、嵯
峨
野
に
お
け
る
光
源
氏
と
六
条
御

息
所
の
対
面
や
賀
茂
祭
り
の
車
争
い
事
件
も
印
象
的
な
場
面

と
し
て
様
々
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。た
と
え
ば
、一
条
兼
良

（
一
四
〇
二
年
〜
一
四
八
一
年
）の
編
ん
だ
連
歌
の
寄
合
集『
連
珠

合
璧
集
』に
は
、「
野
宮
」の
寄よ

り
あ
い合

語（
縁
の
あ
る
こ
と
ば
）と
し

て
、「
別　

松
風　

秋
の
草　

浅
茅
原　

虫
の
音　

小
柴
垣　

板
屋　

黒
木
の
鳥
居　
　

�
月
の
入
方　

神
づ
か
さ　

火
焼

屋　

物
の
音　

し
め
の
外　

夕
月
夜　

西
川
の
御
祓　

長
月

　

さ
が
の
山　

有
栖
川
」の
十
九
語
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、最

後
の
二
語
を
除
く
十
七
語
が
、『
源
氏
物
語
』賢
木
巻
に
よ
る
寄

合
語
で
あ
る
。さ
ら
に
こ
の
う
ち
、「
別
」「
板
屋
」「
月
の
入
方
」

「
神
づ
か
さ
」「
物
の
音
」「
し
め
の
外
」
を
除
く
十
一
語
が
、能

〈
野
宮
〉に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。さ
ら
に
遡
っ
て
、鎌
倉
時
代
中

期
以
降
、関
東
の
武
士
を
中
心
に
歌
わ
れ
た
長
編
歌
謡
で
あ
る

早そ
う
か歌
に
も
、『
源
氏
物
語
』か
ら
多
く
の
引
用
が
見
ら
れ
る
が
、

賢
木
巻
の
引
用
と
し
て
は
、「
霜
」と
い
う
曲
の
中
に「
秋
の
草
み

な
お
と
ろ
へ
て　

浅
茅
が
原
も
虫
の
音
も　

枯
々
に
な
る
夕
暮

れ　

つ
き
せ
ず
哀
れ
な
り
し
は　

野
の
宮
の
深
き
夜
の　

入
方

の
月
の
影
に
し
も
」の
一
節
が
見
え
る
。ま
た「
旅
別
秋
情
」の
曲

の
最
後
は「
野
の
宮
の
秋
の
哀
れ　

秋
の
名
残
を
し
た
ひ
て
や

　

伊
勢
ま
で
遥
か
に
お
も
ひ
お
く
り
け
む
」で
結
ば
れ
る
が
、深

ま
る
秋
、移
ろ
う
恋
と
旅
の
別
れ
を
融
合
さ
せ
た
こ
の
曲
の
情

趣
を
、具
象
化
す
る
よ
う
に
立
ち
現
れ
て
く
る
六
条
御
息
所
の

姿
は
、深
い
思
い
を
内
に
秘
め
た
能〈
野
宮
〉の
シ
テ
の
先
駆
と
言

っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

早
歌
「
車
」の
曲
に
は「
桐
壺
の
更
衣
の
輦

て
ぐ
る
まの

宣
旨　

葵
の

上
の
車
争
ひ
」の
一
節
が
見
え
る
が
、こ
の
一
節
は
、永
正
十
五
年

（
一
五
一
八
）に
成
立
し
た
小
歌
集『
閑か

ん
ぎ
ん
し
ゅ
う

吟
集
』に
収
め
ら
れ
て
い

て
、室
町
小
歌
と
し
て
独
立
し
た
形
で
も
歌
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

『
源
氏
物
語
』の
車
争
い
事
件
が
広
い
範
囲
の
人
々
に
知
識
と

し
て
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
一
例
に
な
ろ
う
。

　

以
上
、見
て
き
た
よ
う
に
、能〈
野
宮
〉は
、『
源
氏
物
語
』の
享

受
史
に
お
い
て
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
、人
々
に
よ
く
知
ら
れ

て
い
た
場
面
を
用
い
な
が
ら
、物
語
本
文
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

森
の
イ
メ
ー
ジ
と
咲
き
誇
る
秋
の
花
の
イ
メ
ー
ジ
を
巧
み
に
織
り

込
ん
で
、哀
れ
で
優
艶
な
世
界
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。




