
は
じ
め
に

『

源
氏
物
語』

に
お
い
て
、
宇
治
十
帖
の
舞
台
が
宇
治
に
設
定
さ
れ

て
お
り
、
作
中
に

『

古
今
和
歌
集』

に
詠
ま
れ
た

｢
さ
む
し
ろ
に
衣
か

た
し
き
今
宵
も
や
我
を
待
つ
ら
む
宇
治
の
橋
姫｣

の
歌
を
引
い
て
宇
治

の
姫
君
た
ち
を

｢

橋
姫｣

と
例
え
て
い
る
。
宇
治
十
帖
の
物
語
の
展
開

に
は
、
あ
た
か
も
通
奏
低
音
の
よ
う
に
、
宇
治
と
い
う
土
地
空
間
の
イ

メ
ー
ジ
と
、
宇
治
の

｢

橋
姫｣

に
ま
つ
わ
る
伝
承

(

物
語)

の
世
界
が

存
在
し
て
お
り
、
相
互
間
の
影
響
が
す
で
に
推
測
さ
れ
て
い
る

(

１)

。

宇
治
十
帖
の
第
一
帖
を
〈
橋
姫
〉
と
名
づ
け
た
こ
と
は
ま
こ
と
に

暗
示
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
京
を
離
れ
て
宇
治
と
い
う
別
世
界
に
入
っ

て
行
く
�
渡
し
�
の
橋
で
あ
り
、
し
か
も
そ
こ
に
住
む
姫
君
た
ち

の
運
命
を
ほ
の
か
に
表
し
て
い
る
。｢

我
を
待
つ
ら
む
宇
治
の
橋

姫｣

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
宇
治
の
大
君
の
こ
と
で
あ
り
、
中
君

の
こ
と
で
あ
り
、
後
に
は
浮
舟
の
身
の
上
と
も
な
っ
て
、
こ
こ
で

は
橋
姫
は
橋
神
で
は
な
く
人
間
の
世
界
に
降
り
て
き
て
い
る
。

は
や
く
北
川
忠
彦
氏
は
、
こ
の
よ
う
に
明
察
し
て
い
る

(

２)

。

｢

さ
む
し
ろ
に｣

詠
は
、
男
性
が
い
と
し
い
女
性
を
思
い
、
会
い
に

行
け
な
い
こ
と
を
嘆
く
気
持
ち
を
詠
ん
だ
と
解
釈
さ
れ
る
歌
で
あ
る
。

こ
の
歌
か
ら
導
か
れ
る
男
女
の
思
い
が
交
錯
す
る
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
を
、

『
源
氏
物
語』

作
者
は

｢

宇
治
十
帖｣

の
構
想
や
宇
治
の
三
姉
妹

(

大

君
・
中
の
君
・
浮
舟)

を
は
じ
め
と
す
る
登
場
人
物
の
役
割
付
け
に
用

い
た
の
で
は
な
い
か
。
同
時
に
読
者
で
あ
る
、『

源
氏
物
語』

作
者
と
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同
時
代
に
生
き
た
人
々
が
抱
い
て
い
た

｢

橋
姫｣

イ
メ
ー
ジ
を
も
物
語

の
前
提
と
し
て
ふ
ま
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き

る
。し

か
し
、『
源
氏
物
語』

作
者
の
生
き
た
時
代
に
お
い
て

｢

橋
姫｣

に
ま
つ
わ
る
伝
承

(
物
語)

が
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
と
し
て
人
々

に
受
け
入
れ
ら
れ
、
広
ま
っ
て
い
た
の
か
を
直
接
に
知
る
の
は
極
め
て

困
難
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
困
難
を
解
決
す
べ
く
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
の

が
渡
瀬
淳
子
氏
の
論
文

｢｢

剣
巻｣
の

｢

創
作｣

態
度
―
宇
治
の
橋
姫

を
巡
っ
て
―｣

で
あ
る

(

３)

。
渡
瀬
氏
は
古
今
集
注
釈
書
に
み
ら
れ
る
橋
姫

説
話
の
検
討
を
経
た
う
え
で
、『

剣
巻』
に
お
い
て
は
橋
姫
が
鬼
女
と

化
し
た
姿
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
の
特
異
性
を
指
摘
し
、
そ
こ
か
ら
見

え
て
く
る
南
北
朝
期
と
さ
れ
る

『

剣
巻』

成
立
時
に
お
い
て

｢

創
作｣

さ
れ
て
い
っ
た｢

橋
姫｣

フ
ォ
ル
ム
の
変
化
の
道
筋
を
考
察
し
て
い
る
。

｢

橋
姫｣

に
関
す
る
伝
承

(

物
語)

は

『

奥
義
抄』

『

袖
中
抄』

『
顕

注
密
勘』

『

古
今
集
延
五
記』

な
ど
の

『

古
今
和
歌
集』

注
釈
書
に
見

ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
と
比
較
し
て

『

源
氏
物
語』

作
者
の
時
代

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
検
討
す
べ
き
、『

古
今
和
歌
集』

以
前
の

｢

橋
姫｣

像
を
示
し
た
文
献
は
、
現
在
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
に
お

い
て
は
、
古
今
集
注
釈
書
に
お
け
る

｢

さ
む
し
ろ
に｣

詠
注
釈
を
用
い

た
、
北
川
氏
、
渡
瀬
氏
の
研
究
を
導
き
の
糸
と
し
つ
つ
、｢

橋
姫｣

詠

に
対
す
る
諸
注
釈
書
に
引
用
さ
れ
た

｢

橋
姫｣

に
ま
つ
わ
る
実
に
多
様

な
伝
承

(

物
語)

が
、
起
源
や
発
想
に
お
い
て
は
多
元
的
で
あ
り
な
が

ら
も
、
語
ら
れ
る
場
に
お
い
て
は
重
層
的
な
装
い
を
以
て
立
ち
現
わ
れ
、

歴
史
を
通
じ
て
繰
り
返
し
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
作
業
に
基
づ
い
て

『

源
氏
物
語』

宇
治
十
帖

の
三
姉
妹
に
対
す
る

｢

橋
姫｣

伝
承

(

物
語)

の
関
り
の
あ
り
よ
う
を

推
定
し
、｢

橋
姫
物
語｣

と
し
て
宇
治
十
帖
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
試

み
で
あ
る
。第

一
章

『

古
今
和
歌
集』

に
お
け
る
宇
治
の
橋
姫

宇
治
の
橋
姫
の
原
初
的
性
格
は
、
宇
治
の
橋
守
と
考
え
ら
れ
る
。
宇

治
橋
架
橋
の
後
は
橋
が
交
通
・
軍
事
上
の
要
衝
で
あ
り
他
界
へ
の
通
路

と
し
て
も
表
象
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
橋
を
守
護
す
る
神
に
な
っ
た
。
宇

治
の
橋
姫
は
現
存
す
る
文
献
の
中
で
は

『

古
今
和
歌
集』

に
は
じ
め
て

登
場
す
る
。
こ
こ
で
宇
治
の
橋
姫
は

｢

待
つ
女｣

と
し
て
詠
わ
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
王
朝
貴
族
の
好
尚
に
合
致
し
、
世
間
に
広
く
知
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る

(

４)

。

22



『
古
今
和
歌
集』

に
は
、
宇
治
橋
に
つ
い
て
詠
ま
れ
た
次
の
三
首

(
い
ず
れ
も
読
み
人
知
ら
ず)

が
所
収
さ
れ
て
い
る
。

(
引
用
と
訳
は
、『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集』

小
学
館
に
よ
る)

狭さ
む

筵し
ろ

に
衣
片
敷

こ
ろ
も
か
た
し

き
こ
よ
ひ
も
や
我わ
れ

を
待
つ
ら
む
宇う

治ぢ

の
橋
姫

筵
の
上
に
自
分
の
衣
だ
け
を
敷
き
、
独
り
寝
を
し
て
今
夜
も
私
の

訪
れ
を
寂
し
く
待
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
宇
治
の
橋
姫
は
。

(
巻
十
四
・
恋
四
・
六
八
九)

忘
ら
る
る
身
を
宇う

治ぢ

橋は
し

の
な
か
絶た

え
て
人
も
か
よ
は
ぬ
年
ぞ
経へ

に

け
る

人
に
忘
れ
ら
れ
た
身
は
つ
ら
い
も
の
で
あ
る
が
、
真
ん
中
で
き
れ

た
宇
治
橋
を
誰
も
渡
ら
な
い
よ
う
に
、
縁
の
切
れ
た
二
人
の
間
に

は
誰
も
訪
れ
る
こ
と
な
く
、
私
は
独
り
で
、
む
な
し
く
年
月
ば
か

り
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
。

(

巻
十
五
・
恋
五
・
八
二
五)

ち
は
や
ぶ
る
宇う

治ぢ

の
橋は
し

守も
り

汝な
れ

を
し
ぞ
あ
は
れ
と
は
思
ふ
年
の
経へ

ぬ

れ
ば

宇
治
橋
の
橋
守
さ
ん
、
私
は
特
に
お
前
に
親
し
み
を
感
じ
る
よ
。

私
と
知
り
合
っ
て
か
ら
で
も
、
ず
い
ぶ
ん
年
月
が
経
っ
た
か
ら
ね

え
。

(

巻
十
七
・
雑
上
・
九
〇
四)

｢

さ
む
し
ろ
に｣

詠
は
寂
し
く
男
の
来
訪
を
待
ち
続
け
る
女
を
都
に

い
る
男
が
思
い
、
会
い
に
行
け
な
い
こ
と
を
嘆
い
た
歌
で
あ
る
。｢

さ

む
し
ろ｣

に
は

｢

寒
し｣

が
、｢

橋｣

に
は

｢

愛
し｣

(

は
し
＝
い
と
し

い)
｢

端｣
(

都
に
対
し
て
の
鄙)

の
意
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。

｢

わ
す
ら
る
る｣

詠
は
宇
治
橋
の
中
絶
え
に
例
え
て
、
女
が
男
に
顧

み
ら
れ
な
く
な
っ
た
諦
念
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。｢

中
た
え
て｣

の

｢

中｣

に
は
、
男
女
の

｢

仲｣

が
か
け
ら
れ
て
い
る
。

｢

ち
は
や
ぶ
る
宇
治
の
橋
守｣

の
歌
初
句

｢

ち
は
や
ぶ
る｣

と
は
、

神
ま
た
は
広
く
神
に
関
わ
り
の
あ
る
も
の
を
導
く
枕
詞
で
あ
る
。
柳
田

國
男
は｢
橋
姫
と
い
ふ
の
は
、
大
昔
我
々
の
祖
先
が
街
道
の
橋
の
袂
に
、

祀
つ
て
ゐ
た
美
し
い
女
神
の
こ
と
で
あ
る｣

と
述
べ
て
い
る

(

５)

。
こ
の
歌
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に
お
い
て
は

｢

ち
は
や
ぶ
る
宇
治
の
橋
守｣

と
は
、
柳
田
が
い
う

｢

美

し
い
女
神｣

の
年
を
経
た
姿
と
解
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
を

踏
ま
え
て
私
訳
を
次
に
示
し
て
お
く
。

宇
治
橋
の
守
り
神
、
貴
女
あ
な
た

の
こ
と
が
い
と
お
し
く
思
わ
れ
る
。
こ
こ
ま
で

随
分
と
歳
月
を
経
た
の
だ
か
ら
。

原
田
敦
子
氏
は
、『

奥
義
抄』
や

『

袖
中
抄』

な
ど
を
検
討
し
、
橋

姫
伝
承
の
原
初
形
態
を

｢

水
神
と
そ
れ
に
奉
仕
す
る
巫
女
と
の
神
婚
説

話｣

や
、
水
辺
生
活
者
の
伝
承
で
あ
る
と
し
、｢

水
死
し
た
男
と
帰
ら

ぬ
夫
を
待
つ
妻
の
哀
話｣

に
求
め
、
そ
れ
ら
が
結
合
し
て
橋
姫
伝
承
に

な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、『

古
今
和
歌
集』

所
収
の
三
首
は
、
本
来
そ

れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、｢

さ
む
し
ろ
に｣

詠
が
男
の

訪
れ
を
待
つ
女
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
橋
の｢
中
絶
え｣

と
男
女
の

｢

仲
絶
え｣

を
詠
ん
だ

｢

わ
す
ら
る
る｣

詠
の
歌
が
結
び
合

わ
さ
れ
て
、
訪
れ
の
絶
え
た
男
を
待
つ
女
の
像
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、
さ

ら
に

｢

ち
は
や
ぶ
る
宇
治
の
橋
守｣

詠
に
お
け
る
橋
守
の
歌
の
時
間
の

経
過
の
観
念
が
こ
れ
に
加
わ
り
、〈
来
ぬ
男
を
待
ち
続
け
て
年
を
経
た

女
〉
の
像
が
結
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
と
考
察
し
て
い
る

(

６)

。

第
二
章

さ
ま
ざ
ま
な
伝
承

(

物
語)

｢

は
じ
め
に｣

で
述
べ
た
と
お
り
、｢

橋
姫
伝
承｣

は
い
く
つ
か
の

『

古
今
和
歌
集』

注
釈
書
に
見
ら
れ
る
。

藤
原
清
輔

『

奥
義
抄』

(

一
一
三
五
〜
一
一
四
四
年
成
立)

さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
今
夜
も
や
我
を
待
ら
ん
う
ち
の
は

し
ひ
め

此
哥
は
橋
姫
の
物
語
と
い
ふ
物
に
あ
り
、
昔
妻
ふ
た
り
も
た
り
け

る
男
、
も
と
の
め
の
つ
は
り
し
て
七
磯
の
和
布
を
ね
か
ひ
け
る
も

と
め
に
海
へ
に
ゆ
き
て
竜
王
に
と
ら
れ
て
う
せ
に
け
る
を
、
も
と

の
め
尋
ね
あ
り
き
け
る
ほ
と
に
、
浜
へ
な
る
庵
に
や
と
り
た
り
け

る
夜
、
を
の
つ
か
ら
此
男
に
あ
ひ
に
け
り
、
此
哥
を
う
た
ひ
て
う

み
へ
よ
り
来
れ
り
け
る
也
、
さ
て
事
の
あ
り
様
い
ひ
て
明
れ
は
う

せ
ぬ
、
此
め
泣
々
帰
り
に
け
り
、
今
の
妻
此
事
を
き
ゝ
て
、
は
し

め
の
こ
と
く
ゆ
き
て
此
男
を
ま
つ
に
、
此
哥
を
う
た
ひ
て
き
け
れ

は
、
我
を
は
思
ひ
す
て
ゝ
も
と
の
め
を
こ
ふ
る
に
こ
そ
と
ね
た
く

思
ひ
て
、
男
に
と
り
か
ゝ
り
た
り
け
れ
は
、
男
も
家
も
雪
な
と
の

24



消
る
こ
と
く
に
う
せ
に
け
り
。
世
の
ふ
る
物
語
な
れ
は
く
は
し
く

か
ゝ
す
、
集
云
、

ち
は
や
ふ
る
う
ち
の
橋
姫
な
れ
を
し
そ
あ
は
れ
と
思
へ
年
の

へ
ぬ
れ
と

と
あ
り
、
是
を
此
事
を
思
て
よ
め
る
に
こ
そ
、
か
の
お
と
こ
も
と

の
め
を
し
た
ひ
た
る
物
な
れ
は
、
年
こ
ろ
な
り
け
る
人
な
と
を
橋

ひ
め
に
よ
そ
へ
て
読
る
と
そ
み
ゆ
□

(

る)

、
カ

ち
は
や
ふ
る
と
は
か
の
お

と
こ
女
の
む
か
し
の
世
の
こ
と
な
れ
は
、
神
に
て
侍
け
る
に
こ
そ

は
、
又
よ
ろ
つ
の
物
に
は
そ
の
も
の
を
ま
も
る
神
あ
り
、
い
は
ゆ

る
た
ま
し
ゐ
な
り
、
さ
れ
は
橋
を
守
る
神
を
は
橋
姫
と
は
い
ふ
と

も
心
得
ら
れ
た
り
、
神
は
ふ
る
き
物
な
れ
は
、
年
へ
た
る
人
に
よ

そ
へ
た
る
に
や
、
宇
治
の
橋
姫
と
さ
し
た
る
そ
心
え
ぬ
、
神
を
ひ

め
、
も
り
な
と
い
ふ
事
つ
ね
の
事
也
、
さ
ほ
姫
、
た
つ
た
姫
、
山

姫
、
嶋
も
り
、
是
等
み
な
神
也
、

顕
昭

｢

古
今
秘
注｣

(『

顕
注
密
勘』

に
よ
る)

(

一
一
八
三
〜
一
一
八
四
年
年
成
立)

さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
こ
よ
ひ
も
や
我
を
こ
ふ
ら
む
う
ぢ

の
は
し
姫

宇
治
の
橋
姫
と
は
姫
大
明
神
と
て
、
宇
治
の
橋
の
下
に
お
は
す
る

神
也
。
其
御
許
へ
宇
治
橋
の
北
に
お
は
す
る
離
宮
と
申
神
、
夜
ご

と
に
通
給
ふ
と
て
、
暁
ご
と
に
宇
治
川
の
浪
の
お
び
た
ゞ
し
く
浪

の
た
つ
お
と
の
す
る
と
な
ん
、
彼
辺
に
侍
し
土
民
等
申
侍
し
。
而

隆
縁
伯
耆
と
申
歌
よ
み
は
、(

中
略)

此
歌
の
事
尋
侍
し
か
ば
、

住
吉
の
明
神
の
宇
治
橋
姫
と
申
、
其
神
の
も
と
へ
か
よ
ひ
た
ま
ふ

あ
ひ
だ
の
歌
也
。
又
此
集
云
、

ち
は
や
ぶ
る
宇
治
の
は
し
ひ
め
な
れ
を
し
ぞ
あ
は
れ
に
お
も

ふ
と
し
の
へ
ぬ
れ
ば

院
御
本
に
は
、
宇
治
の
橋
も
り
と
あ
り
。
此
事
を
思
合
る
に
、
宇

治
土
民
は
、
離
宮
の
橋
の
辺モ

ト

の
姫
大
明
神
に
か
よ
ひ
給
と
申
、
隆

縁
は
住
吉
の
大
明
神
宇
治
の
橋
守
の
神
に
通
給
と
申
き
。
い
か
さ

ま
に
も
宇
治
橋
姫
は
一
定
な
り
。
共
此
二
首
が
心
に
相
叶
へ
り
。

又
六
帖
、
家
持
歌
云
、

(

家
持
歌
、
略)

奥
義
抄
に
は
橋
姫
物
語
と
云
古
物
を

(

語
、脱

) カ
ひ
き
て
釈
せ
ら
れ
た
れ
ど
、

彼
物
語
に
も
、
こ
の
ち
は
や
ぶ
る
宇
治
の
は
し
ひ
め
な
れ
を
し
ぞ

の
歌
を
か
き
て
、
年
ご
ろ
な
り
け
る
ひ
と
な
ど
を
橋
姫
に
よ
そ
へ

て
よ
め
る
と
ぞ
み
ゆ
る
。
ち
は
や
ぶ
る
と
は
、
か
の
男
む
か
し
の
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世
の
事
な
れ
ば
神
に
て
侍
り
け
る
に
こ
そ
。
又
よ
ろ
づ
の
物
に
は

其
物
を
守
る
神
こ
そ
、
所
�

謂
た
ま
し
ひ
な
れ
。
さ
れ
ば
橋
を
守

る
神
を
ば
橋
姫
と
は
い
ふ
と
も
心
え
ら
れ
た
り
。
神
は
ふ
る
き
物

な
れ
ば
年
へ
た
る
に
よ
そ
へ
た
る
に
や
。
宇
治
の
橋
姫
と
さ
し
た

る
ぞ
心
え
ぬ
と
か
き
た
れ
ば
、
是
は
極
て
不
定
也
。
た
し
か
な
る

證
文
は
な
け
れ
ど
、
宇
治
の
橋
姫
は
一
定
な
れ
ば
、
宇
治
の
橋
下

の
姫
大
明
神
の
事
に
て
侍
べ
し
と
ぞ
思
い
給
へ
る
。

橋
姫
物
語
云
、
昔
妻
二
人
も
た
り
け
る
男
、
本
妻
の
つ
は
り
し
て
、

(

中
略)

男
も
家
も
雪
な
ど
の
き
ゆ
る
が
如
に
失
に
け
り
。
世
の

古
物
語
な
れ
ば
委
不
�

可
二

書
集
一

。
年
の
へ
ぬ
れ
ば
と
あ
り
。
こ

れ
も
此
事
を
思
て
よ
め
る
に
こ
そ
と
云
々
。
今
案

(
顕
昭)

に
、
物
語
つ
く

る
に
は
、
さ
も
こ
と
よ
り
た
る
歌
を
本
と
し
て
つ
く
り
て
も
、
其

歌
を
書
載
す
る
常
事
也
。
こ
の
ち
は
や
ぶ
る
宇
治
の
橋
姫
の
歌
に

て
、
其
歌
を
書
て
橋
姫
の
物
語
と
名
づ
け
た
る
歟
。(

以
上
、
顕

昭

『

袖
中
抄』

に
も
同
様
の
記
あ
り)

(

藤
原
定
家
加
注)

此
歌
又
分
明
。
先
人
幼
稚
之
時
、
橋
姫
と
い
ひ
し
物
語
を
め
の

と
よ
み
て
き
か
せ
し
か
ば
、
あ
は
れ
と
お
ぼ
え
て
落
涙
、
成
人

の
後
見
ば
や
と
思
に
、
其
物
語
不
二

尋
得
一

。
其
に
此
歌
は
あ
り

し
也
と
被
�

申
き
。
但
、
如
二

此
注
一

ふ
る
き
物
語
は
只
歌
に
付

て
、
古
歌
を
今
歌
に
よ
ま
す
る
、
定
ま
り
た
る
事
也
。
不
�

可
�

用
�

之
。

尭
恵

『

古
今
集
延
五
記』

(

一
四
九
二
年
成
立)

一
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
こ
よ
ひ
も
や
我
を
ま
つ
ら
む
う
ち
の
は

し
ひ
め

此
哥
ハ
昔
旧
妻
新
妻
持
タ
ル
男
ノ
其
旧
妻
ツ
ワ
リ
ニ
七
浦
ノ
和
メ

布
ヲ
ネ
カ
ヒ
シ
カ
ハ
男
尋
ア
リ
ク
ト
テ
竜
王
ニ
ト
ラ
レ
ヌ
、
旧
妻

又
其
跡
ヲ
尋
ニ
濱
ノ
ホ
ト
リ
ニ
家
有
テ
沖
ヨ
リ
此
哥
ヲ
ウ
チ
ウ
タ

ヒ
テ
、
其
夜
契
ヲ
カ
ハ
ス
、
ア
ク
レ
ハ
家
モ
男
モ
消
テ
ナ
シ
、
其

ヲ
帰
テ
新
妻
ニ
語
シ
カ
ハ
新
妻
又
行
テ
ミ
ル
ニ
キ
ヽ
シ
如
ク
家
有

テ
男
又
此
哥
ヲ
ウ
タ
ヒ
テ
来
ル
、
新
妻
我
ヲ
ハ
思
ハ
ス
ヤ
ト
テ
男

ニ
取
付
ケ
レ
ハ
即
家
モ
男
モ
消
テ
無
ト
也
、
此
旧
妻
今
ノ
宇
治
ノ

橋
姫
ナ
ル
へ
シ
、
即
橋
ノ
ツ
メ
ニ
オ
ハ
ス
ル
神
也
、
彼
ノ
河
ノ
北

ナ
ル
離
宮
ト
テ
オ
ハ
ス
其
神
暁
コ
ト
ニ
通
ヒ
玉
フ
時
ハ
河
浪
ア
ラ

ク
立
侍
ル
ト
カ
ノ
里
人
ノ
云
伝
へ
タ
ル
説
也
、
或
ハ
住
吉
明
神
ノ

通
ヒ
玉
フ
ト
モ
云
リ
、
定
家
云(

中
略)

ト
也
、
又
注
ニ(

中
略)
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其
男
ノ
哥
ニ
テ
モ
ア
ラ
サ
ル
事
モ
ヤ
侍
ラ
ン
、
其
ヲ
ハ
只
カ
ノ
男

ノ
ヨ
メ
リ
ト
心
得
テ
ア
リ
ナ
ン
ト
也
、

『

毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注』

(

鎌
倉
時
代
末
〜
南
北
朝
期
成
立)

思
ニ
ハ
忍
フ
ル
事
ソ
マ
ケ
ニ
ケ
ル
色
ニ
ハ
イ
テ
シ
ト
思
ヒ
シ
物
ソ

(

中
略)

山
城
国
風
土
記
云
、
宇
治
ノ
橋
姫
七
尋
ノ
和
布
ヲ
ツ
ハ

リ
ニ
願
ケ
ル
程
ニ
、
オ
ト
コ
海
辺
ニ
尋
ネ
行
テ
笛
ヲ
吹
ケ
ル
ニ
龍

神
メ
テ
ヽ
、
聟ム

コ

ニ
ト
レ
リ
、
姫
夫
ヲ
尋
テ
海
ノ
ハ
タ
ニ
行
ケ
ル
ニ

老
女
ノ
家
ア
ル
ニ
行
テ
問
程
ニ
、
サ
ル
人
ハ
龍
神
ノ
聟
ニ
成
テ
オ

ハ
ス
ル
カ
、
龍
宮
ノ
火
ヲ
イ
ミ
テ
此
ニ
テ
物
ヲ
食
ス
ル
ナ
リ
、
ソ

ノ
時
ニ
ミ
ヨ
ト
云
ケ
レ
ハ
、
カ
ク
レ
居
テ
見
之
ニ
龍
王
ノ
玉
ノ
輿

ニ
カ
ヽ
レ
テ
来
テ
供
御
ヲ
食
シ
ケ
リ
、
サ
テ
女
物
語
シ
テ
ナ
ク

�
�
別
レ
ケ
リ
。
遂
ニ
ハ
カ
ヘ
リ
テ
彼
女
ニ
ツ
レ
タ
リ
ト
云
リ
、

以
上
を
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
し
て
み
る
。

パ
タ
ー
ン
Ⅰ

〇
男
の
帰
り
を
待
つ
女
に
対
し
、
男
は
慰
め
と
し
て

｢

さ
む
し
ろ
に｣

詠
を
送
り
異
界
に
去
っ
て
い
っ
た
。

二
人
の
妻
を
持
っ
た
男
が
、
竜
宮
な
ど
の
異
界
に
連
れ
去
ら
れ
る
。

は
じ
め
の
妻
は
男
を
探
し
に
行
き
、
浜
辺
の
庵
で
再
会
す
る
。
こ
の

時
に
男
は
妻
を
い
た
わ
り

｢

さ
む
し
ろ
に｣

詠
を
送
り
夜
明
け
と
と

も
に
消
え
て
い
っ
た
。(『

奥
義
抄』

『

古
今
集
延
五
記』)

【
考
察
】
注
釈
書
の
な
か
で
は
単
独
の
伝
承

(

物
語)

と
し
て
で
は

な
く
、
次
の
パ
タ
ー
ン
Ⅱ
の
前
段
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。『

奥
義

抄』
『

古
今
集
延
五
記』

に
お
け
る
、
は
じ
め
の
妻
に
つ
い
て
の
ス

ト
ー
リ
ー
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

パ
タ
ー
ン
Ⅱ

〇
別
の
女
を
想
い
歌
を
詠
む
男
に
嫉
妬
し
た
女
は
、
二
度
と
男
の
姿
を

目
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

二
人
の
妻
を
持
っ
た
男
が
、
竜
宮
な
ど
の
異
界
に
連
れ
去
ら
れ
る
。

は
じ
め
の
妻
は
、
男
を
探
し
に
行
き
浜
辺
の
庵
で
再
会
す
る
。
こ
の

時
に
男
は
は
じ
め
の
妻
を
い
た
わ
り

｢

さ
む
し
ろ
に｣

詠
を
送
り
、

夜
明
け
と
と
も
に
消
え
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
新
し
い
妻
も
会
い
に

行
っ
た
が
、
男
が

｢

さ
む
し
ろ
に｣

と
詠
む
の
を
聞
き
、
は
じ
め
の

妻
に
向
け
て
の
歌
と
思
い
嫉
妬
し
て
男
に
掴
み
か
か
っ
て
怒
っ
た
た
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め
、
男
も
家
も
消
え
て
し
ま
っ
た
。(『

奥
義
抄』

『

古
今
集
延
五
記』)

【
考
察
】
嫉
妬
し
た
女
は
男
か
ら
何
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
、

男
を
失
っ
た
哀
れ
な
女
を
蔑
む
男
性
目
線
の
物
語
で
あ
る
。
北
川
忠

彦
氏
は
、
は
や
く

『

奥
義
抄』

に
み
ら
れ
る
、
こ
の
嫉
妬
す
る
女
と

い
う
主
題
が
、
の
ち
に

『

剣
巻』

・
謡
曲

『

橋
姫』

・
御
伽
草
子

『

橋

姫
物
語』

な
ど
の
鬼
女
と
し
て
の
橋
姫
に
展
開
し
て
い
っ
た
と
述
べ

て
い
る
。

パ
タ
ー
ン
Ⅲ

〇
対
岸
に
坐
す
男
神
に
寄
り
添
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
女
神
が
、
後

代
に
橋
の
守
護
神
に
な
っ
た
。

女
神

(

橋
姫)

は
対
岸
の
離
宮

(

宇
治
神
社)

の
男
神
を
迎
え
入
れ

る
。
暁
と
と
も
に
帰
っ
て
い
く
男
神
に
寄
り
添
う
こ
と
の
で
き
な
い

こ
と
を
嘆
き
、
後
代
に
橋
が
渡
さ
れ
る
に
及
び
昇
華
し
て
橋
の
守
護

神
と
な
っ
た
。(｢

古
今
秘
注｣

所
引

｢

宇
治
土
民｣

伝)

【
考
察
】
男
に
寄
り
添
い
通
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
女
と
い
う
点

で
パ
タ
ー
ン
Ⅰ
と
共
通
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
人

と
し
て
の
男
女
の
か
か
わ
り
を
述
べ
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
な
く
男
女

の
神
の
物
語
で
あ
る
の
で
、｢

さ
む
し
ろ
に｣

詠
と
の
関
係
は
二
次

的
な
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ

｢

ち
は
や
ぶ
る
宇
治
の
は
し
ひ
め｣

詠

注
釈
の
中
で
引
っ
張
り
出
さ
れ
た
伝
承
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
男
神
が

女
神
に
贈
っ
た
歌
と
い
う
よ
り
、
後
代
に
こ
の
話
を
聞
い
た
人

(

第

三
者)

が
、
女
神
の
身
の
上
に
寄
り
添
っ
て
詠
ん
だ
歌
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
同
じ
く
顕
昭
の

『

袖
中
抄』

で
は
、
こ
の
歌
を
し
て

｢

彼

神
此
歌
を
読
給
は
ず
と
も
、
さ
様
事
を
思
て
世
の
人
詠
ぜ
ん
も
同
事

也｣

と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、｢

今｣

の
世
に
い
る

｢

宇
治
土
民｣

が
、
橋
姫

(

橋
守)

大
明
神
す
な
わ
ち

｢

ち
は
や
ぶ
る
宇
治
の
は
し

ひ
め｣

に
つ
い
て
語
り
、｢

な
れ
を
し
ぞ
あ
は
れ｣

に
思
っ
て
い
る

の
で
あ
る

(

前
掲

『

古
今
集
延
五
記』

傍
線
部
参
照)

。

パ
タ
ー
ン
Ⅳ

〇
宇
治
に
暮
ら
す
女
が
戻
っ
て
こ
な
い
男
を
探
し
求
め
て
再
会
す
る
が
、

男
は
異
界
に
去
り
、
女
は
再
会
の
地
に
佇
み
続
け
た
。

夫
が
妻
の
た
め
に
わ
か
め
を
取
り
に
行
っ
た
ま
ま
、
竜
宮
に
連
れ
去

ら
れ
て
し
ま
う
。
妻
は
海
辺
に
住
む
老
女
に

｢

そ
の
人
は
竜
宮
の
火

を
忌
ん
で
こ
こ
で
食
事
を
す
る
か
ら
、
そ
の
折
に
見
よ｣

と
言
わ
れ
、

老
女
の
手
引
き
で
夫
と
一
度
だ
け
再
会
す
る
機
会
を
得
る
。
そ
の
後

は
老
女
の
も
と
で
過
ご
し
た
。(『

毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注』

所
引
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｢
山
城
国
風
土
記｣)

【
考
察
】
パ
タ
ー
ン
Ⅰ
と
内
容
は
似
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

｢

海
ノ

ハ
タ

(
端)｣

(

海
辺)

に
住
む
老
女
の
手
引
き
で
一
度
だ
け
女

(

宇

治
の
橋
姫)
は
男
と
語
り
交
わ
す
機
会
を
得
て
別
れ
た
の
ち
、｢

彼

女

(

老
女)

ニ
ツ
レ
タ
リ｣

と
あ
る
。
こ
れ
よ
り
女
も
ま
た
老
女
と

し
て
海
辺
で
余
生
を
過
ご
し
た
と
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
最
後

ま
で
話
の
舞
台
は
宇
治
に
戻
ら
な
い
点
に
特
徴
が
あ
る
。

パ
タ
ー
ン
Ⅰ
〜
Ⅳ
の
い
ず
れ
も
が
宇
治
の
橋
姫
の
い
わ
れ
と
し
て
説

き
始
め
て
は
い
る
が
、
Ⅲ
を
除
き
各
々
の
ス
ト
ー
リ
ー
自
体
の
舞
台
は

必
ず
し
も
宇
治
で
な
く
と
も
、
何
処
で
あ
れ
設
定
可
能
な
話
で
あ
る
。

物
語
形
成
の
論
理
上
の
順
序
と
し
て
は
、
Ⅲ
↓
Ⅳ
↓｢
さ
む
し
ろ
に｣

詠
↓
Ⅰ
↓
Ⅱ
の
順
と
な
る
と
考
え
る
。

｢

さ
む
し
ろ
に｣

詠
と
各
物
語

(

伝
承)

と
の
関
係
を
中
心
に
考
え

た
場
合
、
Ⅲ
は
第
一
章
で
述
べ
た
宇
治
橋
を
守
護
す
る
女
神
と
特
定
さ

れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
論
理
上
の
原
初
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

『

顕
注
密
勘』

藤
原
定
家
加
注
で
は
、
顕
昭
が
言
う
よ
う
に
元
来
の
橋

姫
物
語

(｢

古
物
語｣)

は

｢

ち
は
や
ぶ
る
宇
治
の
橋
守

(

橋
姫)｣

詠

に
即
し
て
宇
治
大
明
神

(

宇
治
の
橋
守
＝
宇
治
の
橋
姫)

に
つ
い
て
語

る
古
物
語
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
し
て
、
今
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て

い
る
そ
の
古
物
語
に

｢

さ
む
し
ろ
に｣

詠
が
載
っ
て
い
た
と
記
憶
す
る

と
述
べ
た
定
家
父
の
言
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
あ
り
得
な
い
こ
と
と
断
じ

て
い
る
。

Ⅰ
と
Ⅱ
は
、
男
が
待
つ
女
を
思
い
や
っ
て
歌
を
詠
む
と
い
う
点
に
お

い
て

｢

さ
む
し
ろ
に｣

詠
の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
。
両
者
の
順
序

は
Ⅰ
の
【
考
察
】
で
述
べ
た
と
お
り
、
Ⅰ
が
Ⅱ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

Ⅳ
は

｢

山
城
国
風
土
記｣

を
出
典
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
い
う
風

土
記
は
、｢

宇
治
ノ
橋
姫｣

を
話
の
発
端
に
据
え
て
い
る
こ
と
か
ら
し

て
い
わ
ゆ
る
古
風
土
記
と
は
別
の
後
代
の
書
で
あ
る
。
前
述
し
た
と
お

り
最
後
ま
で
話
の
舞
台
が
宇
治
に
戻
ら
ず
、
現
に
祀
ら
れ
て
い
る
宇
治

の
橋
姫
の
存
在
理
由
の
説
明
で
は
な
い
話
を
記
し
て
い
る
。
ま
た

｢

さ

む
し
ろ
に｣

詠
は
登
場
し
て
こ
な
い
。
男
を
竜
神
に
取
ら
れ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
の
話
に
つ
い
て
、
北
川
忠
彦
氏
は

｢

も
と
も
と
橋
姫
と
は
関

係
の
な
い
、
た
ん
な
る
水
辺
の
夫
婦
の
物
語｣

で
あ
る
と
し
、
水
に
縁

あ
る
営
み
を
紡
い
で
い
た
宇
治
の
里
人
の
物
語
と
し
て
の

｢

痕
跡｣

を

見
て
い
る
。｢

宇
治
ノ
橋
姫｣

を
話
の
発
端
に
設
定
し
て
は
い
る
が
、

宇
治
橋
に
橋
姫
が
祀
ら
れ
る
以
前
の
物
語
で
あ
る
か
に
と
ら
え
う
る
。
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第
三
章

宇
治
十
帖
に
お
け
る
橋
姫

藤
居
貞
和
氏
は『

橋
姫
伝
承』

と
い
っ
た
伝
統
文
学
を｢

宇
治
十
帖｣

の

｢

枠｣

と
し
て
み
た
場
合
、
橋
姫
と
し
て
の
大
君
像
の
設
定
が
物
語

の
構
造
と
し
て
あ
る
と
表
明
し
て
い
る

(

７)

。
し
か
し
、
す
で
に
北
川
忠
彦

氏
が
明
察
し
た
と
お
り
、｢
宇
治
十
帖｣

に
お
い
て
直
接

｢

橋
姫｣

と

呼
び
掛
け
ら
れ
る
の
は
大
君
だ
け
で
な
く
中
の
君
も
同
様
で
あ
る
。
ま

た
薫
君
に

｢

衣
か
た
し
き
今
宵
も
や｣
と
口
ず
さ
ま
せ
、
匂
宮
に

｢

か

た
し
く
袖
を
我
の
み
思
ひ
や
る
心
地
し
つ
る｣
と
思
わ
せ
る
浮
舟

(

後

掲
の
浮
舟
帖
所
引
傍
線
部)

も
橋
姫
と
し
て
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
三
人
そ
れ
ぞ
れ
の
橋
姫
像
と
橋
姫
伝
承
の

関
り
を
見
て
い
き
た
い
。

(『

源
氏
物
語』

の
引
用
と
訳
は
、『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集』

小
学
館
に
よ
る)

第
一
節

大
君
の
場
合

薫
君
は
都
か
ら
離
れ
た
宇
治
に
暮
ら
す
大
君
を
思
い
、
従
者
の
語
る

網
代
漁
の
様
子
に
宇
治
川
の
情
景
を
思
い
浮
か
べ
、
歌
を
詠
む
。

橋
姫
の
心
を
汲く

み
て
高
瀬
さ
す
棹さ
を

の
し
づ
く
に
袖そ
で

ぞ
濡ぬ

れ
ぬ

る

な
が
め
た
ま
ふ
ら
む
か
し

宇
治
の
橋
君
の
お
気
持
を
お
察
し
し
て
、
浅
瀬
を
ゆ
く
棹
の
し

ず
く
に
舟
人
が
袖
を
濡
ら
す
よ
う
に
、
私
も
涙
で
袖
が
濡
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

さ
ぞ
や
物
思
い
に
沈
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
に
大
君
は
次
の
よ
う
に
返
す
。

さ
し
か
へ
る
宇
治
の
川か

は

長を
さ

朝
夕
の
し
づ
く
や
袖
を
く
た
し
は

つ
ら
む

身
さ
へ
浮
き
て

棹
さ
し
か
え
て
は
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
宇
治
の
渡
し
守
は
、

朝
夕
の
棹
の
し
ず
く
が
袖
を
朽
ち
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
。

私
の
袖
も
涙
に
朽
ち
果
て
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

私
の
身
さ
え
も
涙
で
浮
く
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

[

橋
姫
⑤
一
四
九
〜
一
五
〇
頁]

二
人
の
関
係
は
薫
君
が
大
君
を
待
つ
女
と
し
て

｢

橋
姫｣

に
例
え
る
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と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
と
考
え
ら
え
る
。
ま
た
薫
君
が
後
に

亡
く
な
っ
た
大
君
を

｢

わ
が
心
乱
り
た
ま
ひ
け
る
橋
姫
か
な｣

と
回
想

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
薫
君
は
大
君
を
橋
姫
に
擬
え

て
い
る
。｢
父

(
八
宮)

の
帰
り
を
待
ち
続
け
る
娘｣

で
あ
る
大
君
に

薫
君
は

｢

橋
姫
伝
承｣
を
想
い
重
ね
て

｢

男
の
訪
れ
を
待
つ
女｣

で
あ

る

｢

橋
姫｣

に
譬
え
て
歌
を
詠
む
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
君
は
橋
姫
伝

承

(

物
語)

の
主
人
公
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
後

に
出
家
を
志
願
し
、
い
わ
ば

｢
聖｣
と
な
ろ
う
と
し
た
大
君
は

『

古
今

和
歌
集』

以
来
最
も
始
原
的
な｢

橋
姫｣
＝
橋
を
守
る
美
し
い｢

女
神｣

と
し
て
薫
君
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
さ
れ
て
い
る

(

８)

。
こ
れ

よ
り
す
れ
ば
、
薫
君
に
寄
り
添
う
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
、
宇
治
に
佇
み

続
け
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
パ
タ
ー
ン
Ⅲ
の
女
神
に
近
し
い
。

大
君
は
薫
君
か
ら
の
求
愛
に
心
揺
れ
つ
つ
も
、
妹
の
後
見
と
し
て
結

婚
を
見
守
る
た
め
に
自
身
の
結
婚
は
諦
め
一
生
を
過
ご
そ
う
と
決
意
す

る
。
宮
家
の
女
主
人
と
し
て
妹
を
後
見
し
よ
う
と
し
た
大
君
だ
っ
た
が
、

薫
君
を
妹
中
の
君
の
婿
に
と
い
う
思
惑
通
り
に
は
事
が
進
ま
ず
、
敬
遠

し
て
い
た
匂
宮
を
中
の
君
の
婿
と
し
て
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
中
の
君
と
匂
宮
の
結
婚
を
き
っ
か
け
に
大
君
は
妹
の
未
来
に
悲
観

的
な
想
像
を
膨
ら
ま
せ
、
心
身
共
に
病
ん
で
い
く
。
薫
君
は
大
君
を
晴

れ
や
か
な
ら
ぬ
場
所
、
宇
治
に
隠
れ
住
む
女
と
し
て
い
た
わ
り
、
大
君

を

｢

待
つ
女｣

と
と
ら
え
て
い
る
。
こ
れ
は

｢

橋
姫
伝
承｣

の
パ
タ
ー

ン
に
置
き
換
え
る
と
パ
タ
ー
ン
Ⅰ
の
男
の
心
情
と
一
致
し
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
対
し
て
大
君
は
、
妹
で
あ
る
中
の
君
の
こ
の
先
の

不
幸
や
年
老
い
て
い
く
自
身
の
今
後
へ
の
不
安
を
持
っ
て
い
る
。
結
婚

す
る
こ
と
な
く
宇
治
で
生
涯
を
終
え
た
大
君
は
、
死
後
も
宇
治
川
で
幸

せ
を
待
ち
続
け
る
橋
姫
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
パ
タ
ー

ン
Ⅰ
の
相
似
形
と
も
い
え
る
。

第
二
節

中
の
君
の
場
合

中
の
君
は
、
匂
宮
の
訪
問
に
よ
り
新
婚
第
三
夜
を
迎
え
る
。
そ
の
翌

朝
、
二
人
で
宇
治
川
を
眺
め
な
が
ら
匂
宮
は
中
の
君
に
対
し
て

中
絶
え
む
も
の
な
ら
な
く
に
橋
姫
の
か
た
し
く
袖そ

で

や
夜よ

半は

に

ぬ
ら
さ
ん

私
た
ち
の
仲
は
絶
え
る
は
ず
も
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
は
宇

治
の
橋
姫
の
よ
う
に
独
り
寝
の
衣
を
片
敷
い
て
涙
に
袖
を
濡
ら

さ
れ
る
夜
も
お
あ
り
で
し
ょ
う
。
お
い
た
わ
し
い
こ
と
で
す
。

[

総
角
⑤
二
八
四
〜
二
八
五
頁]
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と
、
歌
を
詠
む
。
こ
の
歌
の
上
句
は

『

古
今
和
歌
集』

の

｢

わ
す
ら
る

る｣
詠
を
引
歌
と
し
て
い
る
。
同
詠
の

｢

中
絶
え
て｣

に
は
、
宇
治
橋

が
架
設
後
に
し
ば
し
ば
切
れ
た
こ
と
か
ら
、
橋
の
中
間
が
切
れ
る
意
が

掛
け
ら
れ
て
い
る
が
、
匂
宮
の
歌
に
お
い
て
中
の
君
は

｢

橋
姫｣

に
例

え
ら
れ
、｢

中
絶
え
む
も
の
な
ら
な
く
に｣

(

私
た
ち
の
仲
は
絶
え
る
こ

と
は
な
い)

と
歌
わ
れ
て
い
る
。

宇
治
橋
は
大
化
二
年

(
六
四
六)

に
道
登
、
道
昭
に
よ
っ
て
創
建
さ

れ
た
が
、『

延
喜
式』

｢

雑
式｣
に
よ
れ
ば
、｢

宇
治
橋
敷
板｣

が
毎
年

諸
国
に
宛
て
課
さ
れ
て
お
り
、
大
水
や
台
風
な
ど
の
被
害
に
よ
り
絶
え

ず
修
理
の
必
要
が
あ
っ
た
ら
し
い

(

９)

。『

帝
王
編
年
記』

弘
安
九
年

(

一

二
八
六)

十
月
十
八
日
条
に
は
、
宇
治
橋
創
建
以
来
こ
の
年
ま
で
に
橋

は
七
回
造
営
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
実
に
よ
り
宇
治

橋
に
は

｢

中
絶
え｣

の
イ
メ
ー
ジ
が
持
た
れ
、
和
歌
の
世
界
で
は
恋
の

途
絶
え
を
歌
う
と
き
に
宇
治
橋
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。

匂
宮
の

｢

橋
姫｣

と
い
う
問
い
か
け
に
、

絶
え
せ
じ
の
わ
が
た
の
み
に
や
宇
治
橋
の
は
る
け
き
中
を
待

ち
わ
た
る
べ
き

絶
え
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
の
お
約
束
を
あ
て
に
し
て
、
あ
の

宇
治
橋
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
長
い
絶
え
間
を
お
待
ち
し
な
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
今
か
ら
途
絶
え
な
ど
を

お
っ
し
ゃ
る
の
が
悲
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

[

総
角
⑤
二
八
四
〜
二
八
五
頁]

と
、
中
の
君
は
宇
治
橋
が
長
い
よ
う
に
自
分
も
匂
宮
を
永
く
待
た
な
く

て
は
い
け
な
い
の
か
と

｢

待
つ
女｣

と
し
て
返
信
し
て
い
る
。
宇
治
橋

の
長
さ
は
江
戸
時
代
の
こ
と
で
は
あ
る
が
八
十
三
間
四
尺

(

約
一
五
〇

メ
ー
ト
ル)

と
記
録
に
あ
り

(

�)

、『

源
氏
物
語』

で
も

｢

宇
治
橋
の
は
る

ば
る
と
見
わ
た
さ
る
る
に｣

(

浮
舟
⑥
一
四
五
頁)

、｢

宇
治
橋
の
い
と

も
の
古
り
て
見
え
わ
た
さ
る
な
ど｣

(

総
角
⑤
二
八
二
頁)

と
表
現
さ

れ
、
宇
治
橋
が
長
く
、
か
つ
永
い
時
を
経
て
き
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

｢

宇
治
橋
の
は
る
け
き
中
を
待
ち
わ
た
る
べ
き｣

と
は
、｢

逢
瀬
を
取
り

持
つ
宇
治
橋
が
は
る
か
遠
い
向
こ
う
か
ら
渡
し
来
さ
れ
る
か
の
よ
う
な

二
人
の
仲
で
す
か
ら
、
ず
っ
と
あ
な
た
を
お
待
ち
し
続
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か｣

の
心
持
ち
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
点
で
中
の
君

は
｢

宇
治
の
橋
姫｣

と
し
て
の
性
質
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
中
の
君
は
そ
の
後
、
大
君
の
死
の
翌
春
に
二
条
院
に
引
き
取

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で

｢
宇
治
の
橋
姫｣

が
宇
治
を
は
な
れ
二
条
院
に
居
続
け
る
こ
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と
に
な
る
。
薫
君
か
ら
ひ
と
と
き
思
い
を
寄
せ
ら
れ
も
す
る
が
結
ば
れ

る
こ
と
な
く
過
ぎ
て
い
っ
た
二
条
院
に
お
け
る
中
の
君
の
行
末
を
、

『

古
今
和
歌
集』

注
釈
書
に
お
け
る
パ
タ
ー
ン
Ⅳ
の
橋
姫

(｢

さ
む
し
ろ

に｣

詠
と
関
係
し
な
い
物
語)

に
沿
わ
せ
て
み
た
場
合
、
宇
治
か
ら
来

た
女
が
出
会
い
、
男
と
会
う
手
引
き
を
し
て
く
れ
た
の
ち
に
女
が
身
を

寄
せ
続
け
た
と
い
う
老
女
に
な
ぞ
ら
え
て
、
中
の
君
を
宇
治
か
ら
京
の

二
条
院
に
迎
え
る
許
可
を
下
し
た
明
石
の
中
宮
の
役
割
を
読
み
解
く
こ

と
も
で
き
よ
う
。

第
三
節

浮
舟
の
場
合

浮
舟
も
中
の
君
と
同
様

｢

宇
治
橋｣

を
用
い
て
恋
の
不
安
を
表
現
し

た
。
浮
舟
の
歌
に
最
初
に

｢

宇
治
橋｣

が
登
場
す
る
の
は
薫
君
と
初
め

て
交
わ
し
た
贈
答
歌
で
あ
る
。

宇
治
橋
の
長
き
ち
ぎ
り
は
朽
ち
せ
じ
を
あ
や
ぶ
む
か
た
に
心

さ
わ
ぐ
な

い
ま
見
た
ま
ひ
て
ん

宇
治
橋
の
よ
う
に
末
長
い
二
人
の
契
り
は
朽
ち
絶
え
る
こ
と
は

あ
る
ま
い
か
ら
、
不
安
に
思
い
心
配
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

わ
た
し
の
気
持
ち
は
今
に
お
わ
か
り
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

絶
え
間
の
み
世
に
は
あ
や
ふ
き
宇
治
橋
を
朽
ち
せ
ぬ
も
の
と

な
ほ
た
の
め
と
や

絶
え
間
ば
か
り
が
多
く
て
危
な
い
宇
治
橋
、
そ
の
よ
う
な
不
安

な
仲
で
す
の
に
、
や
は
り
朽
ち
絶
え
る
も
の
が
な
い
も
の
と
思
っ

て
頼
り
に
せ
よ
と
お
っ
し
ゃ
る
の
の
で
し
ょ
う
か
。

[

浮
舟
⑥
一
四
五
〜
一
四
六
頁]

薫
君
は
宇
治
橋
の
長
さ
に
例
え
て
自
ら
の
永
遠
の
愛
を
誓
う
が
、
浮

舟
は
宇
治
橋
の
絶
え
間
を
踏
ま
え
て
恋
の
不
安
定
さ
を
歌
い
、
実
際
は

途
絶
え
て
ば
か
り
の
不
誠
実
な
薫
君
の
愛
に
対
す
る
不
安
を
投
げ
か
け

て
い
る
。
こ
こ
で
浮
舟
は

『

古
今
和
歌
集』

｢

わ
す
ら
る
る｣

詠
の
男

に
顧
み
ら
れ
な
い
絶
望
感
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
薫
君
の
絶
え
間
の
多

さ
か
ら
の
二
人
の
仲
へ
の
不
安
を
訴
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ

で
薫
君
は
浮
舟
の
不
安
を
理
解
し
て
お
ら
ず
浮
舟
の
こ
と
を
、
自
ら
を

｢
待
つ
女｣

と
だ
け
と
ら
え
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

都
に
帰
っ
た
後
も
薫
君
は
浮
舟
を
忘
れ
ら
れ
な
い
。

大
将
、
人
に
も
の
の
た
ま
は
む
と
て
、
す
こ
し
端
近
く
出
で
た
ま
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へ
る
に
、
雪
の
や
う
や
う
積
も
る
が
星
の
光
に
お
ぼ
お
ぼ
し
き
を
、

｢
闇
は
あ
や
な
し｣

と
お
ぼ
ゆ
る
匂
ひ
あ
り
さ
ま
に
て
、｢

衣
か
た

し
き
今
宵
も
や｣

と
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る
も
、
は
か
な
き
こ
と
を

口
ず
さ
び
に
の
た
ま
へ
る
も
あ
や
し
く
あ
は
れ
な
る
気
色
そ
へ
る

人
ざ
ま
に
て
、
い
と
も
の
深
げ
な
り
。
言
し
も
こ
そ
あ
れ
、
宮
は

寝
た
る
や
う
に
て
御
心
騒
ぐ
。
お
ろ
か
に
は
思
は
ぬ
な
め
り
か
し
、

か
た
し
く
袖
を
我
の
み
思
ひ
や
る
心
地
し
つ
る
を
、
同
じ
心
な
る

も
あ
は
れ
な
り
、
わ
び
し
く
も
あ
る
か
な
、
か
ば
か
り
な
る
本
つ

人
を
お
き
て
、
わ
が
方
に
ま
さ
る
思
い
は
い
か
で
つ
く
べ
き
ぞ
、

と
ね
た
う
思
さ
る
。

大
将
が
ど
な
た
か
に
な
ん
ぞ
仰
せ
に
な
ろ
う
と
し
て
少
し
端
近
く

に
出
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
、
雪
の
し
だ
い
に
積
っ
て
ゆ
く
の
が
、

星
の
光
に
う
っ
す
ら
と
み
え
て
い
る
な
か
で
、｢

闇
は
あ
や
な
し｣

さ
な
が
ら
の
香
り
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
御
身
の
薫
り
、
風
情
で
、

｢

衣
か
た
し
き
今
宵
も
や｣

と
吟
誦
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
も
―
こ

う
し
た
な
ん
で
も
な
い
一
ふ
し
を
お
口
ず
さ
み
に
な
る
の
に
も
不

思
議
に
し
み
じ
み
と
し
た
風
情
の
備
わ
っ
て
い
る
お
人
柄
で
あ
る

か
ら
、
な
ん
と
な
く
じ
つ
に
奥
ゆ
か
し
い
感
じ
で
あ
る
。
ほ
か
に

い
く
ら
で
も
歌
は
あ
る
だ
ろ
う
に
、
宮
は
寝
た
ふ
り
を
し
な
が
ら
、

お
心
が
波
立
っ
て
い
る
。｢

あ
の
宇
治
の
女
に
対
し
て
い
い
か
げ
ん

な
気
持
で
は
な
い
よ
う
だ
な
。
寂
し
い
一
人
寝
に
思
い
を
馳
せ
て

い
る
の
は
こ
の
自
分
だ
け
だ
ろ
う
と
い
う
気
が
し
て
い
た
の
に
、

大
将
が
同
じ
気
持
ち
で
あ
る
の
も
胸
が
つ
ま
る
。
な
ん
と
つ
ら
い

こ
と
よ
。
こ
れ
ほ
ど
情
の
深
い
も
と
の
男
を
さ
し
お
い
て
、
こ
の

自
分
の
ほ
う
に
思
い
を
寄
せ
て
く
れ
る
は
ず
が
あ
り
え
よ
う
か｣

と
、
い
ま
い
ま
し
く
お
思
い
に
な
る
。

[

浮
舟
⑥
一
四
六
〜
一
四
八
頁]

こ
こ
で
は
薫
君
に
よ
り
浮
舟
が

｢

宇
治
の
橋
姫｣

と
と
ら
え
ら
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
匂
宮
の
焦
り
を
駆
り
立
て
さ
ら
に
物
語
が
展
開
し
て

い
く
。
薫
君
は
宮
中
で
作
文
会
・
管
弦
の
宴
の
後

｢

衣
か
た
し
き
今
宵

も
や｣

と
吟
唱
す
る
。
こ
れ
に
薫
君
の
浮
舟
へ
の
恋
心
へ
の
本
気
さ
を

感
じ
、
焦
り
を
持
っ
た
匂
宮
は
、
橘
の
小
島
の
隠
れ
家
に
浮
舟
を
連
れ

出
す
。

浮
舟
は
最
初
大
君
、
中
の
君
と
同
じ
く

｢

待
つ
女｣

と
し
て
登
場
し

て
い
る
。
し
か
し
浮
舟
の
場
合
、
一
人
の
男
を
待
つ
女
で
は
な
く
薫
君
、

匂
宮
二
人
を
待
つ
女
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
選
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
浮
舟

は
次
第
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
結
果
入
水
す
る
こ
と
に
な
る
。
浮
舟
は

｢

待
つ
女｣
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
放
棄
す
る
。
こ
れ
は
古
伝
承
に
は
な
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い
独
自
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

し
か
し
、
匂
宮
の
側
に
立
っ
て
、
男
女
の
立
場
を
置
き
換
え
て

『

古

今
和
歌
集』
注
釈
書
の
パ
タ
ー
ン
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
浮
舟
と
匂

宮
の
物
語
は
パ
タ
ー
ン
Ⅱ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
薫
君
が｢

さ
む
し
ろ
に｣

詠
を
口
ず
さ
む
の
に
嫉
妬
し
た
匂
宮

(

注
釈
書
の
新
し
い
妻
に
あ
て
る

こ
と
が
で
き
る)

は
二
度
と
入
水
し
た

(

異
界
に
連
れ
去
ら
れ
た)

浮

舟

(

注
釈
書
で
は
男)

に
会
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
こ
で
、
浮
舟
が
入
水
し
た
こ
と
の
、｢

橋
姫｣

伝
承

(

物

語)

と
の
関
り
を
考
え
て
み
た
い
。
桑
原
博
史
氏
は
、『

奥
義
抄』

に

い
う

｢

橋
姫
の
物
語｣

の
原
初
形
態
と
し
て
、『
山
城
名
勝
志』

所
引

｢

古
今
為
家
抄｣

所
載
の
、
次
の

｢

土
人｣

伝
承

(
後
段)

に
注
目
し

た

(

�)

。
古
今
為
家
抄
云
、
宇
治
の
橋
姫
と
い
ふ
事
、
嵯
峨
天
皇
の
御
と
き

有
女
依
嫉
妬
夫
ニ
被
�

棄
て
け
る
、(

中
略)

我
成
テ二

鬼
神
ニ一

我
夫
の

今
の
妻
を
と
ら
む
と
ち
か
ひ
て
水
を
た
ゝ
き
水
神
に
ち
か
ひ
け
れ

は
百
夜
に
満
す
る
と
き
則
成
�

鬼
今
女
ヲ
取
け
り
、
仍
此
鬼
を
土

人
こ
ゝ
に
祝
と
い
へ
り
、
又
云
橋
守
明
神
と
も
い
へ
り
、
又

(

土

人)

云
昔
宇
治
川
の
辺
に
夫
婦
す
み
け
る
が
男
龍
宮
へ
財
も
と
め

ん
と
て
行
て
不
返
け
る
を
、
女
恋
悲
し
み
て
於
テ二

彼
橋
辺
ニ一

死
て

成
�

神
、
仍
曰
フ二

橋
守
明
神
ト二

と
い
へ
り
、

後
段
の
伝
承
に
つ
い
て
氏
は
、
形
態
的
内
容
的
に
見
て
素
朴
単
純
で
、

か
な
り
古
い
時
代
の
伝
承
の
お
も
か
げ
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
さ
れ
、
こ
の
伝
承
の
基
底
に
、｢

宇
治
の
地
の
漁
業
生
活
に
お
け
る

水
死
事
件｣

を
想
定
し
て
い
る

(

�)

。
桑
原
氏
に
よ
れ
ば
、
宇
治
の
地
に
は

古
く
か
ら
渡
船
業
・
漁
業
を
生
業
と
す
る
人
々
が
住
み
着
い
て
お
り
、

そ
う
し
た
人
々
は
水
神
を
信
仰
す
る
と
と
も
に
、
人
に
よ
っ
て
は
、
水

に
関
係
す
る
と
こ
ろ
か
ら
橋
姫
を
も
祭
祀
し
て
い
た
。｢

男
竜
宮
へ
財

も
と
め
ん
と
て
行
て
ず
不
返
け
る｣

と
は
、
生
活
の
糧
を
得
る
た
め
に

漁
に
出
た
男
の
水
死
を
形
像
化
し
た
も
の
で
、
人
々
は
残
さ
れ
た
妻
の

悲
し
み
に
対
す
る
同
情
の
気
持
ち
か
ら
、
妻
の
行
動
を
自
分
た
ち
の
信

仰
す
る
橋
姫
と
結
び
付
け
、
一
つ
の
信
仰
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

桑
原
氏
の
説
ど
お
り
、｢

橋
姫
伝
承｣

(

物
語)

の
原
初
に

｢

宇
治
の

地
の
漁
業
生
活
に
お
け
る
水
死
事
件｣

を
想
定
し
て
よ
い
と
す
る
な
ら
、

浮
舟
の
と
っ
た
宇
治
川
へ
の
入
水
と
い
う
行
為
は
、｢

橋
姫｣

伝
承

(

物
語)
に
お
け
る
、
異
界
へ
の
連
れ
去
り
と
い
う
点
で
共
通
し
、
宇

治
の
地
か
ら
の
決
別
と
し
て
の
象
徴
的
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
。
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橋
姫
伝
承

(

物
語)

は
原
初
形
態
の
伝
承
の
お
も
か
げ
を
伝
え
て
い

る
こ
と
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
が
、
浮
舟
の
入
水
＝
異
界
へ
の
連
れ
去
り

と
い
う
点
で
考
え
ら
れ
る
。『

源
氏
物
語』

に
お
け
る

｢

宇
治
の
橋
姫

物
語｣

は
こ
こ
で
終
結
す
る
。
自
死
を
果
た
せ
な
か
っ
た
浮
舟
は
宇
治

を
離
れ
出
家
し
、
小
野
で
別
の
物
語
を
繰
り
広
げ
る
か
ら
で
あ
る
。

大
君
、
中
の
君
、
浮
舟
は
姉
妹
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生

の
在
り
よ
う
や
結
末
は
全
く
異
な
る
。
し
か
し
、
都
に
住
む
薫
君
や
匂

宮
に
と
っ
て
八
宮
の
姫
君
た
ち
は
、
皆
例
外
な
く
宇
治
と
い
う
異
界
の

水
辺
で
自
分
た
ち
の
訪
れ
を

｢

待
つ
女｣
、
橋
姫
と
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
と
考
え
る
。｢

橋
姫｣

伝
承

(

物
語)

と
の
関
連
性
に
着
目
し
た

場
合
、
最
も
古
伝
承
に
近
い

｢

宇
治
の
女
神｣

、
そ
し
て

『

古
今
和
歌

集』

に
お
け
る

｢

待
つ
女｣

の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
襲
し
て
い
る
の
は
大
君

で
あ
ろ
う
。

中
の
君
は
匂
宮
の
訪
問
の
絶
え
間
を
宇
治
橋
の
長
さ
に
例
え
、
浮
舟

は
薫
君
が
誓
う
愛
の
長
さ
へ
の
不
安
を
宇
治
橋
の
絶
え
間
と
例
え
た
。

二
人
は
共
に
宇
治
橋
を
不
安
定
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
そ
こ
に

男
女
の
関
係
の
脆
さ
を
み
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
述
し
た

薫
君
と
浮
舟
の

｢

宇
治
橋
の｣

｢

絶
え
間
の
み｣

贈
答
歌
に
お
け
る
二

人
の
す
れ
違
い
の
よ
う
に
、
男
女
互
い
の
理
解
で
き
な
い
す
れ
違
い
へ

の
象
徴
と
し
て

｢

さ
む
し
ろ
に｣

詠
は
宇
治
十
帖
に
お
い
て
、
ち
り
ば

め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
察
す
る
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で

『

源
氏
物
語』

宇
治
十
帖
に
お
け
る
三
姉
妹

(

大
君
、
中

の
君
、
浮
舟)

の
描
か
れ
様
を

｢

橋
姫｣

伝
承

(

物
語)

と
の
か
か
わ

り
の
中
で
見
て
き
た
。

『

源
氏
物
語』

作
者
の
生
き
た
時
代
に
橋
姫
伝
承

(

物
語)

が
ど
の

よ
う
な
物
語
と
し
て
人
々
に
語
ら
れ
て
い
た
の
か
直
接
に
は
わ
か
ら
な

い
と
は
じ
め
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
浮
舟
の
入
水
＝
異
界
へ
の
連
れ
去

り
と
捉
え
た
場
合
、『

源
氏
物
語』

作
者
は

｢

橋
姫
伝
承｣

(

物
語)

の

原
初
に

｢

宇
治
の
地
の
漁
業
生
活
に
お
け
る
水
死
事
件｣

が
あ
る
こ
と

を
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
現
在
で

は
見
当
た
ら
な
い

『

源
氏
物
語』

作
者
の
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
、

『
古
今
和
歌
集』

以
前
の

｢

橋
姫｣

像
を
示
し
た
文
献
に
は
、
原
初
形

態
に
き
わ
め
て
近
い
形
の

｢

橋
姫
伝
承｣

(

物
語)

が
残
さ
れ
て
い
た

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
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橋
姫
伝
承

(

物
語)

と
い
っ
た
伝
承
文
学
を

｢

宇
治
十
帖｣

の
枠
と

し
て
み
た
場
合
、
宇
治
の
三
姉
妹
そ
れ
ぞ
れ
に
、『

古
今
和
歌
集』

三

首
お
よ
び
そ
の
注
釈
書
が
示
す
宇
治
橋
架
橋
を
さ
か
の
ぼ
る
時
代
か
ら

の
橋
姫
伝
承

(
物
語)

の
残
映
を
、
パ
タ
ー
ン
Ⅱ
を
除
き
す
べ
て
確
認

し
た
。
注
釈
書
が
書
か
れ
た
時
代
は

『

源
氏
物
語』

の
成
立
か
ら
は
る

か
後
代
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
注
釈
書
が
成
立
し
た
時
代
も
様
々
で
あ

る
。『

源
氏
物
語』

作
者
は
、
宇
治
の
三
姉
妹
に
孤
独
の
女
神
を
添
わ

せ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
哀
れ
な
鬼
女
を
重
ね
た
り
は
し
な
い
。
た
だ
鬼

女
へ
の
変
化
の
芽
生
え
は
、『

奥
儀
抄』
に
パ
タ
ー
ン
Ⅱ
と
し
て
十
二

世
紀
前
半
に
は
登
場
し
て
い
た
。
嫉
妬
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
即
し
男

女
の
立
場
を
入
れ
替
え
て
み
れ
ば
、｢

も
と
つ
人｣

(
も
と
の
男)

薫
君

に
嫉
妬
し
浮
舟
を
失
う
に
至
っ
た
匂
宮
は
、
パ
タ
ー
ン
Ⅱ
に
お
け
る

｢

も
と
の
め

(

女)｣

に
嫉
妬
し
た

｢

今
の
妻｣

そ
の
も
の
で
あ
る
。
橋

姫
像
は
時
代
に
従
っ
て
変
換
し
て
い
く
と
い
う
よ
り
も
、
原
初
以
来
の

お
も
か
げ
を
も
含
め
た
複
数
の
パ
タ
ー
ン
の
橋
姫
像
が
、
古
代
よ
り
中

世
に
至
る
ま
で
歴
史
を
通
じ
て
繰
り
返
し
、
あ
る
い
は
入
れ
替
わ
り
つ

つ
継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

注

(

１)

伊
藤
千
世｢『

橋
姫
物
語』

の
古
体
性｣

『

愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文』

一
六
号
、
一
九
九
三
年
、
九
一
〜
一
〇
五
頁
。

(

２)

北
川
忠
彦

｢

王
朝
の
文
学
と
宇
治｣

『

宇
治
市
史
１

古
代
の
歴
史

と
景
観』

第
三
章
第
四
節

宇
治
市
役
所
、
一
九
七
三
年

(

以
下
、
本

稿
に
お
け
る
北
川
氏
論
考
へ
の
言
及
は
す
べ
て
こ
れ
を
指
す)

、
五
一

八
〜
五
四
〇
頁
。

(

３)

渡
瀬
淳
子｢｢

剣
巻｣

の｢

創
作｣

態
度
―
宇
治
の
橋
姫
を
巡
っ
て
―｣

『

学
術
研
究

国
語
・
国
文
学
編』

(

早
稲
田
大
学
教
育
学
部)

五
四
号
、

二
〇
〇
五
年
、
一
三
頁
〜
二
四
頁
。

(

４)

原
田
敦
子

『

古
代
伝
承
と
王
朝
文
学』

和
泉
書
院
、
一
九
九
八
年
、

一
五
八
〜
一
五
九
年
。

(

５)

柳
田
國
男

｢

橋
姫｣

(｢

一
目
小
僧
そ
の
他｣

所
収)

『

定
本
柳
田
國

男
集
第
五
巻』

(

新
装
版)

筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年

(｢

橋
姫｣

初
出

は
一
九
一
八
年)

。

(

６)

前
注

(

４)

原
田
論
文
。

(

７)

藤
井
貞
和

｢

会
話
、
消
息
の
、
人
称
―
体
系｣

『

物
語
研
究』

二
号
、

二
〇
〇
二
年
、
二
八
頁
。
藤
井
氏
が
論
文
の
中
で
橋
姫
と
し
て
設
定
し

取
り
挙
げ
て
い
る
人
物
と
し
て
は
大
君
の
み
で
あ
る
。

(

８)

糸
賀
き
み
江

｢｢

宇
治
の
橋
姫｣

受
容
考｣

『

青
山
語
文』

二
六
号
、

一
九
九
六
年
、
七
三
頁
。

(
９)

下
中
邦
彦
編

『

日
本
歴
史
地
名
大
系
第
二
六
巻

京
都
府
の
地
名』

平
凡
社
、
一
九
八
一
年
、
平
凡
社

｢

宇
治
橋｣

の
項
。

(

�)

前
注

(
９)

｢

宇
治
橋｣

の
項
所
引

｢

上
林
家
前
代
記
録｣

。
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(
�)

桑
原
博
史

｢

宇
治
の
橋
姫
伝
説
と
橋
姫
物
語｣

『

国
語
と
国
文
学』

三
六
巻
六
号
、
一
九
五
九
年
。
な
お
、｢

古
今
為
家
抄｣

は
、
南
北
朝

期
頃
の
偽
書
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る

(

前
注

(

３)

渡
瀬
論
文)

。

宇
治
の
橋
姫
を
鬼
女
と
説
く
説
の
方
を
中
心
に
述
べ
て
お
り
、
し
か
も

鬼
女
と
な
る
の
が
後
の
妻
で
は
な
く
先
の
妻
へ
と
入
れ
替
わ
っ
て
い
る

こ
と
よ
り
し
て
、
藤
原
定
家
息
男
為
家
の
時
代
の
著
で
な
い
こ
と
は
確

か
と
思
わ
れ
る
。

引
用
古
典
文
学
作
品
等
典
拠
一
覧

(
掲
出
順)

・『

古
今
和
歌
集』

小
沢
正
夫
・
松
田
成
穂

『

新
日
本
古
典
文
学
全
集
�

古
今
和
歌
集』

小

学
館
、
一
九
九
四
年
。

・『

奥
義
抄』

蔵
中
さ
や
か
・
黒
田
彰
子
・
中
村
文
編

『

奥
義
抄
古
鈔
本
集
成』

和
泉
書

院
、
二
〇
二
〇
年
所
収
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
。
本
文
表
記

『

奥
義
抄』

の
成
立
年
は
、
佐
佐
木
信
綱

『

日
本
歌
学
大
系
第
壱
巻』
風
間
書
房
、
一

九
五
七
年

解
題

(

久
曽
神
昇
執
筆)

に
よ
っ
た
。

・『

顕
注
密
勘』

久
曽
神
昇

『

日
本
歌
学
全
集
別
巻
五』

風
間
書
房
、
一
九
八
一
年
。
成
立

年
は
同
書
解
題
に
よ
っ
た
。

・『

古
今
集
延
五
記』

秋
山
一
枝
・
田
辺
佳
代

『

古
今
集
延
五
記

(

天
理
図
書
館
蔵)』

笠
間
書

院
、
一
九
七
八
年
。
成
立
年
は
同
書
解
題
に
よ
っ
た
。

・『

毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注』

片
桐
洋
一

『

毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注』

八
木
書
店
、
一
九
九
八
年
。
成
立

年
は
同
書
解
題
に
よ
っ
た
。

・『

袖
中
抄』

久
曽
神
昇

『

日
本
歌
学
全
集
別
巻
二』

風
間
書
房
、
一
九
五
八
年
。

・『

源
氏
物
語』

阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男

『

新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
�

源
氏
物
語
⑤』

小
学
館
、
一
九
九
七
年
。

阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男

『

新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
�

源
氏
物
語
⑥』

小
学
館
、
一
九
九
八
年
。

・『

帝
王
編
年
記』

『

新
訂
増
補
国
史
大
系
�

扶
桑
略
記
・
帝
王
編
年
記』

吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
八
年
。

・『

山
城
名
勝
志』

新
修
京
都
叢
書
刊
行
会

『

新
修
京
都
叢
書
一
四
巻

山
城
名
勝
志

坤』

臨
川
書
店
、
一
九
七
一
年
。

参
考
文
献

(

著
書
・
論
文
等)

一
覧

(

五
十
音
順)

磯
部
一
美

｢『

源
氏
物
語』

｢

宇
治｣

の
女
た
ち｣

『

愛
知
淑
徳
大
学
論
集

文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇』

二
六
号
、
二
〇
〇
一
年
。

伊
藤
千
世

｢『

橋
姫
物
語』

の
古
体
性｣

『

愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文』

一
六

号
一
九
九
三
年
。

上
原
作
和

『

人
物
で
読
む
源
氏
物
語

大
君
・
中
の
君』

勉
誠
出
版
、
二
〇

〇
六
年
。

上
原
作
和

『
人
物
で
読
む
源
氏
物
語

浮
舟』

勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
六
年
。
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北
川
忠
彦

｢

王
朝
の
文
学
と
宇
治｣

『

宇
治
市
史
１

古
代
の
歴
史
と
景
観』

第
三
章
第
四
節

宇
治
市
役
所
、
一
九
七
三
年
、

桑
原
博
史

｢

宇
治
の
橋
姫
伝
説
と
橋
姫
物
語｣

『

国
語
と
国
文
学』

三
六
巻

六
号
、
一
九
五
九
年
。

下
中
邦
彦
編『
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
二
六
巻

京
都
府
の
地
名』

平
凡
社
、

一
九
八
一
年
。

原
田
敦
子

『

古
代
伝
承
と
王
朝
文
学』

和
泉
書
院
、
一
九
九
八
年
。

藤
井
貞
和

｢

会
話
、
消
息
の
、
人
称
―
体
系｣

『

物
語
研
究』

二
号
、
二
〇

〇
二
年
。

柳
田
國
男

『

定
本
柳
田
國
男
集
第
五
巻』

(

新
装
版)

筑
摩
書
房
、
一
九
六

八
年
。

渡
瀬
淳
子

｢｢

剣
巻｣

の

｢

創
作｣

態
度
―
宇
治
の
橋
姫
を
巡
っ
て
―｣

『

学

術
研
究

国
語
・
国
文
学
編』

(

早
稲
田
大
学
教
育
学
部)

五
四
号
、
二

〇
〇
五
年
。

(

中
京
大
学
文
学
部
在
学
生)
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