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゛橘の小島．に橘の木はあったか

「
源
氏
物
語
』
を
読
み
進
め
て
い
る
と
、
人
物
が
、
ど
う
い
う
配
置
で

ど
う
動
い
て
い
る
の
か
、
具
体
的
な
光
景
を
想
定
し
づ
ら
い
箇
所
に
時
折

遭
遇
す
る
。
本
稿
で
は
、
「
源
氏
物
語
』
「
浮
舟
」
巻
の
、
橘
の
小
島
で
の

場
面
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

（
１
）

ま
ず
は
、
検
討
す
る
箇
所
の
本
文
を
掲
げ
る
。

【
資
料
１
】
『
源
氏
物
語
』
「
浮
舟
」
巻
（
五
二
頁
）

（
浮
舟
ご
「
い
と
は
か
な
げ
な
る
も
の
」
と
、
明
け
暮
れ
見
出
だ
す

小
さ
き
舟
に
、
（
匂
宮
八
浮
舟
上
乗
り
た
ま
ひ
て
、
さ
し
わ
た
り
た

ま
ふ
ほ
ど
、
（
浮
舟
八
）
は
る
か
な
ら
む
岸
に
し
も
漕
ぎ
離
れ
た
ら
む

や
う
に
心
細
く
お
ぼ
え
て
、
つ
と
つ
き
て
抱
か
れ
た
る
も
、
（
匂
宮
八
）

「
い
と
ら
う
た
し
」
と
、
お
ぼ
す
。

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

〃
橘
の
小
島
〃
に
橘
の
木
は
あ
っ
た
か

Ｉ
「
源
氏
物
語
三
浮
舟
」
巻
の
状
景
Ｉ

一
、
さ
れ
た
る
常
磐
木

有
明
の
月
、
澄
み
の
ぼ
り
て
、
水
の
面
も
曇
り
な
き
に
、
（
船
頭
ガ
）

「
こ
れ
な
む
、
〃
橘
の
小
島
Ｌ
と
、
申
し
て
、
御
舟
を
し
ば
し
さ
し

と
ど
め
た
る
を
、
（
匂
宮
ガ
）
見
た
ま
へ
ぱ
、
（
橘
ノ
小
島
一
一
八
）
お
ほ
き

や
か
な
る
岩
の
さ
ま
し
て
、
さ
れ
た
る
常
磐
木
の
蔭
、
茂
れ
り
。

（
匂
宮
△
「
か
れ
見
た
ま
へ
。
い
と
は
か
な
け
れ
ど
、
千
年
も
経

べ
き
緑
の
深
さ
を
」
と
、
の
た
ま
ひ
て
、

（
匂
皀
「
年
経
と
も
か
は
ら
む
も
の
か
。
橘
の
小
島
の
崎
に
契
る

心
は
」
。

女
も
、
め
づ
ら
し
か
ら
む
道
の
や
う
に
お
ぼ
え
て
、

（
浮
舟
）
「
橘
の
小
島
の
色
は
か
は
ら
じ
を
、
こ
の
浮
舟
ぞ
、
ゆ
く

へ
知
ら
れ
ぬ
」
。

（
匂
宮
△
を
り
か
ら
、
人
の
ざ
ま
に
、
を
か
し
く
の
み
、
何
ご
と

も
お
ぼ
し
な
す
。

か
の
岸
に
さ
し
着
き
て
下
り
た
ま
ふ
に
、
（
下
略
）

藤
井
輝
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匂
宮
が
、
宇
治
の
浮
舟
の
元
を
訪
れ
、
側
近
の
一
人
時
方
に
、
用
意

さ
せ
た
家
へ
連
れ
て
行
か
せ
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の
家
は
、
浮
舟
の
い
る

邸
か
ら
、
宇
治
川
を
挟
ん
で
対
岸
に
あ
る
。
匂
宮
は
浮
舟
を
抱
え
て
舟
に

乗
り
込
む
。
舟
に
は
、
匂
宮
、
浮
舟
、
侍
従
、
船
頭
と
思
し
き
人
物
、
お

よ
び
時
方
が
、
乗
っ
て
い
る
と
読
ま
れ
る
。

船
頭
は
、
「
こ
れ
な
む
、
〃
橘
の
小
島
Ｌ
と
案
内
し
、
舟
を
停
め
る
。

も
ち
ろ
ん
、
〃
橘
の
小
島
〃
は
、
匂
宮
ら
の
目
的
地
で
は
な
い
。
対
岸
に

あ
る
時
方
叔
父
の
所
有
宅
へ
向
か
う
途
中
に
浮
か
ぶ
島
で
あ
る
。
島
に
は

上
陸
し
て
い
な
い
。

〃
橘
の
小
島
〃
を
見
な
が
ら
、
匂
宮
と
浮
舟
は
歌
を
交
わ
し
、
対
岸
の

目
的
地
に
至
る
。
以
上
の
よ
う
な
流
れ
で
あ
る
。

こ
の
場
面
を
絵
画
化
・
映
像
化
す
る
と
す
れ
ば
、
匂
宮
・
浮
舟
・
侍
従
・

船
頭
・
時
方
・
川
・
有
明
月
・
小
島
、
そ
し
て
小
島
に
生
え
る
「
さ
れ
た

る
常
磐
木
」
を
配
置
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
無
く
、
こ
の
場
面
は
、
源
氏
絵
に
多
く
採
用
さ
れ
て
き
た
、

「
浮
舟
」
巻
を
象
徴
す
る
箇
所
で
あ
る
。
本
文
を
読
み
想
像
す
る
よ
り
も

早
く
、
源
氏
絵
の
方
を
思
い
浮
か
べ
る
人
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
「
さ
れ
た
る
常
磐
木
」
に
対
す
る
解
釈
が
、
注
釈
書
で
分

（
２
）

か
れ
て
い
る
。

Ⅱ
松
の
木
と
解
す
も
の

Ｉ
橘
の
木
と
解
す
も
の

「
新
潮
集
成
』
・
『
週
刊
朝
日
百
科
』
・
『
鑑
賞
と
基
礎
知
識
」
・
『
新
編

全
集
』
頭
注

す
な
わ
ち
、
「
さ
れ
た
る
常
磐
木
」
が
、
橘
で
あ
る
か
松
で
あ
る
か
、

実
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。

月
・
舟
・
男
女
・
川
、
は
、
容
易
に
映
像
化
・
絵
画
化
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
島
に
生
え
る
「
常
磐
木
」
の
解
釈
に
は
、
ぶ
れ
が
生
じ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。

〃
橘
の
小
島
〃
に
は
、
何
の
木
が
生
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

匂
宮
の
「
年
経
と
も
か
は
ら
む
も
の
か
。
橘
の
小
島
の
崎
に
契
る
心
は
」
は
、

何
の
木
を
指
し
て
詠
ま
れ
た
の
か
。

こ
の
節
で
は
、
〃
橘
の
小
島
〃
・
橘
・
松
が
そ
れ
ぞ
れ
、
和
歌
に
於
い
て

ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
か
を
検
討
し
て
い
く
。

確
認
し
て
お
く
と
、
【
資
料
１
］
当
該
場
面
で
、
小
島
に
生
え
る
木
は
「
常

磐
木
」
と
い
う
語
で
し
か
表
現
さ
れ
な
い
。
本
文
上
、
「
橘
」
と
「
松
」
は
、

い
ず
れ
も
現
れ
な
い
。

ま
ず
は
、
〃
橘
の
小
島
〃
に
つ
い
て
見
て
お
く
。
〃
橘
の
小
島
〃
は
、
「
古

今
和
歌
集
」
初
出
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

Ⅲ
「
常
緑
樹
」
と
解
す
も
の

「
岩
波
旧
大
系
』
・
「
ち
く
ま
文
庫
〒
「
講
読
』
・
『
新
編
全
集
』
現
代

語
訳

二
、
歌
語
と
し
て
の
橘
・
松

「
評
釈
」

2０



､橘の小島．に橘の木はあったか

こ
れ
は
「
伊
勢
物
語
」
第
六
十
段
と
共
に
知
ら
れ
る
。
吉
海
直
人
が
。
花

橘
」
が
単
に
季
節
感
の
み
な
ら
ず
、
過
去
の
追
憶
・
回
想
の
表
象
と
し
て

（
４
）

機
能
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
「
源
氏
物
奉
叩
」
等
に
出
る
和
歌
で
も
、

【
資
料
３
】
を
本
歌
と
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
歌
語
と
し
て
の
「
橘
」
は
、
次
の
よ
う
に
も
詠
ま
れ
る
。

で
あ
る
。
〃
橘
の
小
島
〃
の
山
吹
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
〃
橘
の
小
島
〃

を
詠
む
歌
は
、
「
道
助
法
親
王
家
五
十
首
』
『
壬
二
集
』
に
も
見
ら
れ
、
い

（
３
）

ず
れ
も
、
山
吹
を
詠
み
込
む
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
浮
舟
」
巻
当
該
箇
所
に
「
山
吹
」
は
登
場
し
な
い
。
そ
も

そ
も
、
山
吹
は
、
晩
春
‐
初
夏
の
景
物
で
あ
り
、
「
浮
舟
」
巻
当
該
箇
所

の
二
月
と
い
う
季
節
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

続
い
て
、
「
橘
」
を
見
て
い
く
。
「
古
今
集
』
以
降
、
次
の
和
歌
を
本
歌

と
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。

【
資
料
４
］
『
源
氏
物
語
」
「
花
散
里
」
巻
（
一
九
六
頁
）

（
光
源
氏
）
「
橘
の
香
を
な
つ
か
し
み
、
郭
公
、
花
散
里
を
た
づ
ね
て

ぞ
と
ふ
。

い
に
し
へ
の
忘
れ
が
た
き
な
ぐ
さ
め
に
は
、
な
ほ
参
り
は
べ
り
ぬ
く

【
資
料
３
】
「
古
今
和
歌
集
』
夏
・
一
三
九
番
歌

’

五
月
待
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る

【
資
料
２
】
『
古
今
和
歌
集
」
春
下
・
’
二
一
番
歌
Ｉ
Ｉ

今
も
か
も
咲
き
に
ほ
ふ
ら
む
橘
の
小
島
の
崎
の
山
吹
の
花

両
首
と
も
に
橘
の
木
が
常
緑
で
あ
る
こ
と
を
詠
む
。
【
資
料
６
】
の
歌

で
は
、
冬
は
特
に
、
雪
と
、
常
磐
木
で
あ
る
橘
と
の
、
色
彩
的
な
対
照
を

言
い
、
そ
の
常
緑
性
を
詠
む
。
【
資
料
５
】
も
季
節
は
冬
で
、
「
霜
」
と
共

に
詠
ま
れ
て
い
る
。

「
橘
」
と
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
は
、
共
に
、
夏
（
初
夏
）
の
景
物
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
【
資
料
４
】
の
よ
う
に
、
そ
の
季
節
と
「
過
去
の
追
憶
・
回
想
」

の
性
格
を
取
り
合
わ
せ
て
、
共
に
詠
ま
れ
る
こ
と
も
多
い
。

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
橘
」
が
、
夏
（
初
夏
）
の
景
物
と
し
て

詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
「
橘
」
と
い
え
ば
「
香
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
「
橘
」
の
和
歌
に
は
、
常
緑
を
詠
む
も
の
も
あ
る
。

【
資
料
６
】
『
萬
葉
集
」
四
二
一
番
歌
・
大
伴
家
持
・
「
橘
の
歌
一
首
」

か
け
ま
く
も
あ
や
に
恐
ろ
し
（
中
略
）
春
さ
れ
ば
孫
枝
萌
い

つ
つ
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
五
月
に
は
初
花
を
枝
に
手
折
り
て

（
中
略
）
橘
の
成
れ
る
そ
の
実
は
ひ
た
照
り
に
い
や
見
が
欲

し
く
み
雪
降
る
冬
に
至
れ
ば
露
置
け
ど
も
そ
の
葉
も
枯
れ

ず
常
磐
な
す
い
や
さ
か
ば
え
に
（
下
略
）

【
資
料
二
『
萬
葉
集
』
一
○
○
九
番
歌
（
他
出
「
古
今
和
歌
六
帖
已

冬
十
一
月
、
左
大
弁
葛
城
主
等
の
、
姓
橘
氏
を
賜
り
し
時
の
御

製
の
歌
一
首

橘
は
実
さ
へ
花
さ
へ
そ
の
葉
さ
へ
枝
に
霜
ふ
れ
ど
い
や
常
葉
の
木

か
り
け
り
。
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す
な
わ
ち
、
「
橘
」
が
、
冬
に
詠
ま
れ
る
場
合
は
、
常
磐
・
常
緑
の
性

格
を
取
り
立
て
て
詠
む
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
冬
で
な
く
と
も
、
「
橘
」
「
常

磐
」
を
詠
む
も
の
（
「
常
磐
な
る
橘
」
な
ど
の
言
い
回
し
）
は
あ
る
。
季

節
が
冬
で
あ
っ
て
も
な
お
緑
の
葉
を
付
け
る
、
そ
の
常
緑
性
に
、
永
久
不

変
の
意
味
を
合
わ
せ
て
詠
む
も
の
も
あ
る
。

さ
て
、
「
浮
舟
」
巻
当
該
場
面
に
戻
る
。
第
一
節
で
掲
げ
た
注
釈
書
の

う
ち
、
「
常
磐
木
」
を
「
橘
」
と
解
す
も
の
は
、
根
拠
と
し
て
【
資
料
５
．

（
５
）

６
】
を
挙
げ
て
い
る
。
匂
宮
が
橘
の
木
を
見
て
詠
ん
だ
と
す
る
と
、
【
資

料
５
．
６
】
に
見
え
る
よ
う
な
「
橘
」
の
性
格
、
つ
ま
り
常
緑
９
不
変
性

を
利
用
し
た
、
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

ま
た
、
【
資
料
５
】
「
橘
は
」
の
歌
は
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
も
載
る

歌
で
あ
る
。
「
浮
舟
」
巻
作
者
・
読
者
が
受
容
し
て
お
り
、
同
時
に
想
起

で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
節
で
掲
げ
た
諸
注
の
う
ち
、

「
常
磐
木
」
を
Ｉ
橘
の
木
と
解
す
も
の
は
、
た
し
か
に
説
明
可
能
で
あ
る
。

但
し
、
Ｉ
橘
の
木
と
解
す
も
の
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
結
局
、
「
常

磐
木
」
と
い
う
一
語
に
尽
き
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
本
文
に
「
橘

が
生
え
て
い
た
」
と
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。

こ
こ
は
ひ
と
ま
ず
、
「
橘
」
が
生
え
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
、
と
し
て
、

次
の
検
討
に
移
る
。

さ
て
、
第
一
節
で
掲
げ
た
、
諸
注
の
「
常
磐
木
」
解
釈
に
つ
い
て
、
唯

一
「
松
」
と
解
す
も
の
が
玉
上
琢
彌
「
評
釈
』
で
あ
る
。
但
し
、
「
評
釈
」

は
、
鑑
賞
欄
で
、
「
橘
の
小
島
。
大
き
な
岩
ぐ
ら
い
で
、
常
緑
の
松
な
ど

が
茂
っ
て
い
る
」
（
一
○
八
頁
）
と
言
う
の
み
で
、
な
ぜ
「
松
」
と
解
釈

（
６
）

し
た
か
は
説
明
し
な
い
。

そ
こ
で
、
「
松
」
の
和
歌
に
つ
い
て
「
橘
」
と
同
じ
よ
う
に
見
て
い
く
。
「
松
」

こ
こ
ま
で
、
「
常
磐
木
」
と
し
て
詠
ま
れ
る
も
の
は
、
「
橘
」
「
松
」
い

ず
れ
も
同
等
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
あ
る
い
は
、
両
方
が

島
に
生
え
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
充
分
に
あ
る
。

「
橘
」
と
同
じ
く
、
「
松
」
も
、
『
萬
葉
集
』
の
時
点
か
ら
、
「
常
磐
」
と

い
う
語
と
連
な
る
場
合
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
歌
は
、
や
は
り
「
松
」

の
常
緑
性
に
永
久
不
変
の
意
味
を
詠
む
の
で
あ
る
。

当
該
場
面
の
本
文
に
は
「
お
ほ
き
や
か
な
る
岩
の
さ
ま
し
て
、
さ
れ
た

る
常
磐
木
の
蔭
、
茂
れ
り
」
と
だ
け
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
常
磐
木
」
は
、
「
橘
」

と
「
松
」
、
い
ず
れ
の
可
能
性
も
同
等
に
あ
り
得
る
。

た
し
か
に
〃
橘
の
小
島
〃
と
い
う
地
名
に
「
橘
」
は
含
ま
れ
て
い
る
の

だ
が
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
固
有
名
詞
で
あ
る
。
橘
が
生
え
て
い
た
、

と
い
う
証
拠
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

で
は
、
〃
橘
の
小
島
〃
に
は
、
橘
か
松
が
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
両
方
あ
っ

た
と
し
て
、
匂
宮
が
詠
ん
だ
和
歌
は
、
ど
ち
ら
を
見
て
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う

か
。
換
言
す
る
と
、
匂
宮
・
浮
舟
は
、
橘
と
松
、
ど
ち
ら
の
常
磐
木
に
託

し
て
和
歌
を
や
り
と
り
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

は
、
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
。
代
表
的
な
一
首
を
掲
げ
る
。

【
資
料
７
】
「
古
今
和
歌
集
』
春
．
二
四
番
歌
・
源
宗
子
朝
臣

寛
平
御
時
后
宮
の
歌
合
に
よ
め
る

と
き
は
な
る
松
の
緑
も
春
来
れ
ば
い
ま
ひ
と
し
ほ
の
色
ま
さ
り
け
り

三
、
橘
か
、
松
か

2２
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゛橘の小島．に橘の木はあったか

匂
宮
の
言
「
千
年
も
経
べ
き
緑
の
深
さ
を
」
は
、
「
さ
れ
た
る
常
磐
木
」

を
指
す
。
で
は
、
そ
の
語
に
注
目
し
て
み
る
。
「
千
年
」
と
い
う
語
が
、

何
と
共
に
詠
ま
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
く
。

「
千
年
」
＋
「
松
」
の
例
を
一
部
掲
げ
る
。

本
節
で
は
、
匂
宮
が
、
「
橘
」
「
松
」
の

だ
可
能
性
が
高
い
か
検
討
す
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
【
資
料
１
】

「
千
年
も
経
べ
き
緑
の
深
さ
を
」
で
あ
る
。

【
資
料
９
】
『
躬
恒
集
』
一
七
○
番
歌

我
よ
り
も
さ
き
に
お
ひ
に
し
ま
つ
な
れ
ば
、

ざ
ら
め
や
は

【
資
料
８
】
『
古
今
和
歌
集
』
三
五
六
番
歌
・
素
性
法
師

万
代
を
ま
つ
に
ぞ
君
を
祝
ひ
つ
る
、
千
年
の
陰
に
住
ま
む
と
恩
へ
ば

【
資
料
Ⅱ
】
『
貫
之
集
』
五
二
四
番
歌

千
と
せ
と
い
ふ
松
を
ひ
き
つ
つ
春
の
野
の
と
ほ
さ
も
し
ら
ず
我
は
き

に
け
り

【
資
料
辺
「
伊
勢
集
』
一
八
四
番
歌

千
と
せ
ふ
る
ま
つ
と
い
へ
ど
も
、

べ
か
り
け
る

【
資
料
里
「
経
信
集
（
大
納
言
経
信
集
匡
一
七
○
番
歌

う
ゑ
て
み
る
人
ぞ
か
ぞ
へ
て
し
る

の
ど
ち
ら
を
指
し
て
和
歌
を
詠
ん

「
浮
舟
」
巻
、
匂
宮
の
セ
リ
フ
、

ち
と
せ
の
の
ち
に
あ
は

と
い
う
よ
う
に
慣
用
句
と
し
て
使
う
例
も
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
千

年
」
と
言
え
ば
「
松
」
（
＋
深
緑
）
、
と
い
う
共
通
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

さ
ら
に
、
匂
宮
詠
歌
「
年
経
と
も
か
は
ら
む
も
の
か
。
橘
の
小
島
の
崎

に
契
る
心
は
」
と
同
じ
く
、
「
年
経
と
も
」
と
「
松
」
を
合
わ
せ
る
歌
も

見
ら
れ
る
。

い
ず
れ
も
「
松
」
か
ら
、
「
千
年
」
を
導
く
歌
で
あ
る
。
尚
、
「
千
年
」

＋
「
松
」
は
、
四
○
○
首
以
上
の
歌
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
橘
」
と
「
千
年
」
と
を
共
に
詠
む
和
歌
は
、
管
見
の
限

り
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
和
歌
に
於
い
て
は
、
「
千
年
」
と
言
え
ば
「
松
」
、
「
松
」

と
言
え
ば
「
千
年
」
、
と
詠
む
の
が
通
例
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。

ま
た
、
の
ち
、
散
文
に
於
い
て
も
、

【
資
料
旧
】
伝
為
家
筆
本
『
狭
衣
物
語
』
三

き
い
の
い
る
ぞ
、
こ
と
に
め
づ
ら
し
か
ら
ね
ど
、
「
ち
よ
の
た
め
し
に
」

と
お
ぼ
し
め
す
に
や
、
千
と
せ
の
松
の
ふ
か
み
ど
り
を
、

（
マ
マ
）

い
つ
と
も
な
く
か
さ
ね
ざ
る
多
さ
は
、
こ
ち
た
く
、
…
：
．

【
資
料
ｕ
】
「
好
忠
集
』
四
二
四
番
歌

朱
雀
師
と
き
こ
ゆ
る
人
の
、
む
ま
ど
の
許
に
、
か
く
あ
り
し

み
ど
り
な
る
松
に
か
国
れ
る
白
雪
は
、
ち
と
せ
ふ
る
と
ぞ
、
い
ふ
べ

か
り
け
る
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こ
の
二
首
を
、
「
浮
舟
」
巻
の
下
敷
き
と
見
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
松
（
の

色
）
」
と
不
変
性
を
使
っ
た
恋
歌
の
や
り
と
り
の
類
型
と
し
て
、
見
て
お

き
た
い
。

や
は
り
こ
の
歌
も
、
先
に
見
た
「
千
年
」
＋
「
松
」
の
よ
う
に
、
不
変

（
７
）

の
意
で
「
松
」
を
用
い
て
い
る
。

【
資
料
１
】
「
浮
舟
」
巻
の
本
文
に
は
、
「
松
」
と
い
う
語
は
出
て
こ
な
い
。

し
か
し
、
匂
宮
の
セ
リ
フ
「
千
年
も
経
べ
き
緑
の
深
さ
を
」
は
、
当
時
の

作
者
国
読
者
に
と
っ
て
、
「
松
」
を
想
起
さ
せ
る
言
葉
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。

尚
、
恋
歌
に
於
け
る
「
松
」
だ
が
、
匂
宮
・
浮
舟
の
や
り
と
り
の
如
く
、

「
松
」
を
男
自
身
に
擬
え
、
そ
の
不
変
を
疑
う
女
、
と
い
う
形
も
見
ら
れ
る
。

【
資
料
型
「
後
撰
和
歌
集
』
恋
．
五
九
六
・
五
九
七
番
歌

ま
か
ら
ず
な
り
に
け
る
女
の
、
人
に
名
た
ち
け
れ
ば
、
つ
か
は

し
け
る

（
源
信
明
）

定
な
く
あ
だ
に
散
り
ぬ
る
花
よ
り
は
と
き
は
の
松
の
色
を
や
は
見
ぬ

よ
み
人
し
ら
ず

住
吉
の
我
が
身
な
り
せ
ば
年
ふ
と
も
松
よ
り
外
の
色
を
見
ま
し
や

ま
つ
の
は
の
み
と
り
の
そ
で
は
と
し
ふ
と
も
い
る
か
は
る
べ
き
わ

れ
な
ら
な
く
に

返
し

「
浮
舟
」
巻
当
該
箇
所
に
、
「
松
」
は
出
て
こ
な
い
。
そ
し
て
、
「
さ
れ

た
る
常
磐
木
」
が
、
「
橘
」
か
「
松
」
か
、
両
方
か
は
、
さ
だ
か
で
は
な
い
。

し
か
し
、
匂
宮
は
、
「
千
年
も
経
べ
き
緑
の
深
さ
を
」
と
ま
ず
言
う
こ
と

に
よ
り
、
「
松
」
を
指
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

匂
宮
の
詠
ん
だ
「
年
経
と
も
か
は
ら
む
も
の
か
。
橘
の
小
島
の
崎
に
契

る
心
は
」
は
、
〃
橘
の
小
島
〃
に
生
え
る
「
松
」
を
見
て
詠
ん
だ
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
「
松
」
と
い
う
語
が
持
つ
不
変
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
自
分
の

気
持
ち
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
だ
ろ
う
。

一
方
、
浮
舟
の
返
歌
、
「
橘
の
小
島
の
色
は
か
は
ら
じ
を
、
こ
の
浮
舟
ぞ
、

ゆ
く
へ
知
ら
れ
ぬ
」
の
、
「
色
」
も
、
や
は
り
、
松
（
の
緑
）
を
指
し
て
、

そ
の
匂
宮
の
詠
歌
に
巧
み
に
返
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

こ
の
場
面
を
絵
画
化
す
る
際
に
は
、
〃
橘
の
小
島
〃
の
上
に
、
何
よ
り

も
「
松
」
が
生
え
て
い
る
状
景
を
描
く
の
が
、
最
も
本
文
に
即
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

我
々
が
改
め
て
、
場
面
を
絵
画
化
・
映
像
化
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
時
、

こ
れ
ま
で
の
解
釈
の
実
績
で
は
及
ば
な
い
箇
所
が
、
ま
だ
多
く
残
っ
て
い

そ
う
で
あ
る
。
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.橘の小島．に橘の木はあったか

法
政
大
学
日
本
文
学
科
所
蔵
『
源
氏
小
鑑
』
（
寛
延
四
年
刊
本
）
よ
り

参
橘
の
小
島
鰺
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
橘
の
よ
う
で
あ
る
。

Ｔ注
甸－〆

〆－，

２
、－ダ

『
源
氏
物
語
」
本
文
は
、
「
新
潮
日
本
古
典
集
成
源
氏
物
語
（
二
）
（
八
）
」

（
新
潮
社
、
一
九
七
七
年
・
’
九
八
五
年
）
を
使
用
し
、
頁
数
を
掲
げ
た
。

尚
、
私
意
に
よ
り
、
鉤
括
弧
や
句
読
点
を
変
え
、
九
括
弧
内
に
主
語
を

補
っ
て
い
る
。

掲
げ
た
注
釈
書
は
次
の
通
り
。
尚
、
当
該
箇
所
に
特
に
注
を
付
け
な
い

も
の
は
城
せ
て
い
な
い
。

「
新
潮
集
成
』
ｌ
『
新
潮
日
本
古
“
（
集
成
源
氏
物
蔚
（
八
）
」
（
新

潮
社
、
一
九
八
五
年
）

い
⑫

['￣

－回

５
、－ｺ

折￣閂

４
、－＃

グー、

３
、一〆

の
は
な
」
、
「
壬
二
柴
』
一
六
五
一
番
「
た
ち
花
の
小
島
が
さ
き
の
た
び

衣
ぬ
れ
て
ぞ
か
を
る
款
冬
の
花
」
が
あ
る
。
「
款
冬
」
は
山
吹
の
異
名

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
橘
の
小
島
十
山
吹
を
詠
む
。

久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
「
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
（
角
川
書
店
、

一
九
九
九
年
）
「
柄
」
項
（
吉
海
直
人
執
錐
）
。
尚
、
吉
海
直
人
は
、
同

書
「
橘
の
小
島
」
項
で
、
「
浮
舟
」
巻
当
該
場
面
を
挙
げ
、
「
橘
」
の
木

を
詠
む
と
解
し
て
い
る
。

井
上
真
弓
「
橘
の
小
鰯
の
さ
き
に
ち
ぎ
る
心
は
ｌ
過
去
を
照
ら
し
未

来
を
誘
う
「
橘
」
の
表
象
」
（
「
国
文
学
』
第
四
五
巻
第
九
号
、
二
○
○

『
週
刊
朝
日
百
科
」
ｌ
「
週
刊
絵
巻
で
楽
し
む
源
氏
物
語
浮
舟
・
」

（
朝
日
新
聞
社
、
二
○
｜
三
年
）

「
鑑
賞
と
基
礎
知
識
」
ｌ
「
鰄
釈
と
鑑
徽
別
搬
源
氏
物
鐇
の
鑑

賞
と
基
礎
知
識
浮
舟
』
（
至
文
堂
、
二
○
○
二
年
）

『
新
編
全
集
」
頭
注
現
代
語
訳
ｌ
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

源
氏
物
語
（
六
）
』
（
小
学
館
、
’
九
九
八
年
）

「
評
釈
」
ｌ
玉
上
灘
鰄
「
源
氏
物
祷
評
釈
鱸
十
二
巻
浮
舟
鏑

蛉
手
習
夢
浮
橘
』
（
角
川
智
店
、
一
九
六
八
年
）

「
岩
波
旧
大
系
」
ｌ
「
日
本
古
典
文
学
大
系
源
氏
物
語
（
五
）
」
（
岩

波
書
店
、
’
九
六
三
年
）

『
ち
く
義
文
雌
」
１
大
壕
ひ
か
り
全
訳
『
源
氏
物
議
（
六
）
』
（
筑
艤

書
房
、
二
○
一
○
年
）

「
識
議
」
ｌ
佐
伯
繊
友
「
源
氏
物
繍
講
読
（
下
）
」
（
武
蔵
蝿
瞥
院

一
九
九
二
年
）

〃
橘
の
小
島
〃
を
詠
む
も
の
に
、
「
道
助
法
親
王
家
五
十
首
』
「
河
款
久
二

二
五
四
番
「
あ
す
よ
り
は
春
の
か
た
み
を
橘
の
こ
じ
ま
に
ち
れ
る
山
吹
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付
記
１

『
源
氏
物
語
」
以
外
は
、
次
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
た
。

舍
今
和
歌
集
」
ｌ
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
古
今
和
歌
集
」
（
岩
波
書
店
、

（
７
）

'－，

６
、－〆

窪
信
集
」
ｌ
「
日
本
古
典
文
学
大
系
平
安
私
家
集
」
（
岩
波
書
店
、

吉
萬
葉
集
」
ｌ
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
萬
葉
集
」
（
岩
波
書
店
二
九

九
九
年
）

九
六
四
年
）

一
九
八
九
年
）

七
年
七
月
）
は
、
「
匂
宮
の
歌
は
「
橘
の
葉
」
を
歌
語
と
し
、
愛
の
約

束
を
し
た
」
と
述
べ
、
「
橘
」
説
を
と
る
。
ま
た
、
【
資
料
６
】
を
挙
げ
て
、

「
匂
宮
詠
は
こ
の
万
葉
歌
を
下
敷
き
に
置
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
」
と
説

い
て
い
る
。
「
松
」
の
歌
も
掲
げ
て
い
る
が
、
橘
か
松
か
の
検
討
は
な
い
。

ま
た
、
玉
上
琢
彌
は
「
（
橘
の
小
島
に
は
）
お
そ
ら
く
紫
式
部
も
行
っ

た
こ
と
が
あ
ろ
う
、
と
思
う
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
話
を
誰
彼
か
ら
聞

い
た
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
だ
か
ら
、
こ
こ
の
記
述
は
、
あ
る
程
度
信

じ
て
よ
い
と
思
う
が
、
現
在
の
地
形
か
ら
は
何
と
も
想
像
し
よ
う
も
な

い
」
と
述
べ
る
。
当
時
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
所
京
子
。
橘
の
小
島

の
崎
」
の
再
検
討
」
（
『
芸
林
」
第
五
七
巻
第
二
号
、
二
○
○
八
年
十
月
）

が
考
察
し
て
い
る
が
、
玉
上
の
言
う
よ
う
に
、
実
際
ど
の
よ
う
な
島
で

あ
っ
た
か
と
い
う
点
は
、
他
資
料
か
ら
も
特
定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
他
、
「
年
経
」
＋
「
松
」
を
詠
む
も
の
に
、
「
中
務
集
」
一
四
○
番
「
す

み
の
え
の
わ
が
身
な
り
せ
ぱ
と
し
ふ
と
も
ま
つ
よ
り
ほ
か
の
い
ろ
を
み

ま
し
や
」
等
が
あ
る
。
尚
、
「
年
経
」
＋
「
橘
」
を
詠
む
も
の
は
、
管

見
の
限
り
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

付
記
２

本
稿
は
、
法
政
大
学
大
学
院
「
日
本
古
代
文
芸
演
習
」
に
お
け
る
発
表
の
一
部

を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

伝
為
家
筆
本
『
狭
衣
物
語
」
ｌ
「
狭
衣
物
語
諸
本
集
成
二
」
（
笠
間
書
院
、

一
九
九
四
年
）

．
「
道
助
法
親
王
家
五
十
首
』
・
『
壬
二
集
』
・
『
躬
恒
集
宇
「
伊
勢
集
」
・
「
貫
之
集
』
・

「
好
忠
集
」
Ｉ
「
新
編
国
歌
大
観
Ｃ
Ｄ
「
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
」
（
角
川
学
芸
出
版
、

二
○
一
二
年
）

壹
撰
和
歌
集
』
ｌ
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
後
撰
和
歌
集
」
（
岩
波
書
店
、

一
九
九
○
年
）

（
ふ
じ
い
ひ
か
る
．
博
士
後
期
課
程
二
年
）

2６


