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は
じ
め
に

　

京
都
の
宇
治
橋
の
橋
姫
に
つ
い
て
は
諸

説
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
上
流
か
ら
流
さ

れ
て
き
た
水
神
の
瀬
織
津
媛
命
を
祀
っ
た

と
い
う
も
の
で
、
橋
姫
を
水
の
神
と
す
る

最
も
一
般
的
な
説
で
す
。

　

そ
の
他
に
は
寄
り
来
る
神
を
水
辺
で
迎

え
祀
り
、
そ
の
妻
と
な
る
巫
女
。
橋
に

な
っ
た
樹
木
の
霊
。
前
号
で
も
紹
介
し
た

柳
田
國
男
の
道
祖
神
説
な
ど
が
あ
り
、
伊

勢
神
宮
の
五
十
鈴
川
に
架
か
る
宇
治
橋
の

饗
土
橋
姫
神
社
は
ま
さ
に
道
祖
神
が
橋
姫

に
昇
格
し
た
も
の
で
し
た
が
、
延
喜
５
年

（
９
０
５
）
に
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
と

し
て
初
出
す
る
京
都
の
宇
治
橋
の
橋
姫
よ

り
も
、
は
る
か
後
の
文
明
９
年
（
１
４
７

７
）
の
こ
と
で
し
た
。

　

延
文
３
年
（
１
３
５
８
）
年
に
成
立
し

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
神
道
集
』
で
は
、

「
橋
姫
と
い
う
神
は
日
本
の
大
河
、
小
河

の
橋
を
守
る
神
で
あ
り
、
接
州
の
長
柄
の

橋
姫
、
淀
の
橋
姫
、
宇
治
の
橋
姫
な
ど
と

い
っ
て
そ
の
数
は
多
い
」
と
し
て
、
人
柱

都
の
山
崎
橋
と
並
ん
で
日
本
三
大
古
橋
に

数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
琵
琶
湖
の
南
端
か
ら
瀬
田
川
が
流

れ
出
て
す
ぐ
の
場
所
に
架
け
ら
れ
て
お

り
、
琵
琶
湖
と
瀬
田
川
に
分
断
さ
れ
た
日

本
の
東
西
を
つ
な
ぐ
重
要
な
橋
で
、
古
来

幾
度
と
な
く
天
下
の
趨
勢
を
左
右
す
る
合

戦
の
舞
台
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
瀬
田
唐
橋
の
橋
下
に
は
、
龍
宮
が

あ
る
と
伝
え
ら
れ
、
東
岸
に
は
乙
姫
を
祀

る
龍
王
宮
秀
郷
社
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
橋
姫
社
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
は
龍
宮
信
仰
と
橋
姫
が
結
び
付
け
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。

水
穂
の
間

　

享
保
19
年
（
１
７
３
４
）
の
『
近
江
国

輿
地
志
略
』
に
は
「『
織
田
軍
記
』
に
曰
、

宇治橋の「三の間」（京都府宇治市）

橋
姫
　
そ
の
2

宇治橋の橋姫社（左）、住吉社と並んで鎮座する（京都府宇治市）

が
橋
姫
に
な
る
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
橋
姫
の
伝
承
は
ご
く
限
ら
れ
て
お

り
、
特
に
人
柱
と
関
連
し
て
も
お
ら
ず
、

こ
の
説
は
納
得
し
が
た
い
も
の
で
す
。

三
の
間

　

さ
て
、
前
号
で
は
宇
治
橋
の
橋
姫
は
、

「
三
の
間
」
に
祀
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う

言
い
伝
え
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は

宇
治
橋
の
西
よ
り
の
上
流
側
に
設
け
ら
れ

た
小
さ
な
テ
ラ
ス
で
、
平
成
８
年
（
１
９

９
６
）
に
完
成
し
た
現
在
の
橋
に
も
再
現

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

寛
政
10
年
（
１
７
９
８
）
頃
の
『
諸
国

奇
遊
談
』
に
よ
る
と
、「
三
の
間
」
の
高

欄
に
は
東
西
南
北
の
方
角
を
示
す
彫
刻

と
、
傍
ら
に
大
き
な
鉄
の
環
が
取
り
付
け

ら
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

両
者
は
「
三
の
間
」
の
付
属
品
と
し
て
踏

襲
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
鉄
の
環
は
橋
姫

社
を
固
定
す
る
た
め
と
も
、
橋
姫
社
の
水

神
祭
の
榊
を
立
て
る
た
め
と
も
言
わ
れ
て

い
ま
し
た
。

　

ま
た
同
書
に
よ
れ
ば
、「
往
来
の
人
の

立
と
ど
ま
る
べ
き
為
な
ら
ば
、
中
程
に
あ

る
べ
き
に
、
西
の
か
た
に
よ
り
た
る
も
い

ぶ
か
し
、
又
人
の
往
来
を
よ
く
る
ほ
ど
の

小
き
橋
に
も
あ
ら
ず
」
と
何
の
為
の
も
の

か
、わ
か
ら
な
い
と
首
を
ひ
ね
っ
て
お
り
、

伝
承
を
も
と
に
想
像
で
書
い
た
橋
姫
社
の

建
つ
「
三
の
間
」
の
挿
絵
が
添
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

名
水
を
汲
む

　

貞
享
元
年
（
１
６
８
４
）
の
北
村
季
吟

『
菟
芸
泥
赴
』
に
は
「
三
ノ
間
の
水
は
、

此
川
の
中
に
此
所
こ
と
に
茶
に
甘
美
な
り

と
利
休
お
ぼ
し
て
、
水
く
む
所
を
橋
に
か

ま
へ
た
り
」
と
し
て
、「
三
の
間
」
の
張

出
し
は
名
水
を
汲
む
た
め
に
利
休
が
工
夫

し
た
施
設
だ
と
説
い
て
い
ま
す
。
茶
の
湯

の
世
界
で
は
、「
三
の
間
」
の
名
水
が
珍

重
さ
れ
て
お
り
、永
禄
８
年
（
１
５
６
５
）

や
天
正
８
年（
１
５
８
０
）の
茶
会
に「
三

の
間
」
の
水
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
記
録

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
で
も
「
三
の
間
」
の
下
は
、
流
れ

の
中
心
で
あ
り
、そ
の
水
は
比
重
が
軽
く
、

瀬
田
唐
橋
の
下
に
あ
る
龍
宮
な
ど
か
ら
湧

き
出
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

瀬
田
唐
橋
の
龍
宮

　

さ
て
、
こ
こ
で
瀬
田
唐
橋
が
出
て
き
ま

し
た
が
、
そ
の
創
建
は
古
く
、『
日
本
書

紀
』
の
天
武
元
年
（
６
７
２
）
に
は
文
献

上
初
出
し
、
宇
治
橋
お
よ
び
今
は
な
き
京

天
正
三
年
六
月
十
五
日
、
信
長
瀬
田
の
橋

を
か
く
る
…
眞
中
の
橋
杭
は
水
底
に
石
あ

り
。
自
然
と
柱
を
建
る
穴
あ
り
と
い
ふ
。

土
俗
云
、
勢
田
橋
水
穂
の
間
の
下
は
、
其

水
底
深
さ
を
知
ら
ず
、
直
に
龍
宮
城
に
通

る
と
い
へ
り
。
…
水
底
の
深
さ
を
知
ら
ん

爲
に
水
練
の
達
者
を
入
て
水
底
を
探
知
。

最
深
し
と
い
へ
ど
も
、
柱
を
建
る
石
あ
り

な
ど
と
云
事
は
偽
説
な
り
。」
と
し
て
、

橋
の
中
央
に
「
水
穂
の
間
」
と
呼
ば
れ
る

場
所
が
あ
っ
た
と
記
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
続
け
て
、「
水
穂
の
間
と
い
へ

る
は
橋
杭
と
は
し
杭
と
の
中
間
五
間
あ
っ

て
、
第
一
の
廣
所
に
し
て
急
流
の
處
な

り
。
土
俗
は
五
間
の
間
と
い
ふ
。
水
穂
の

間
と
い
ふ
事
は
、
水
穂
筋
に
し
て
、
水
の

流
る
る
通
な
り
。
三
保
の
字
と
心
得
る
も

の
は
非
な
り
。
假
名
書
な
れ
ば
美
保
と

も
、
水
穂
と
も
、
三
保
と
も
善
な
る
べ
し
。

然
れ
ど
も
水
穂
の
字
正
常
な
り
。」

　

つ
ま
り
「
水
穂
の
間
」
と
は
、
川
の
本

流
で
最
も
深
い
場
所
の
橋
脚
間
を
五
間

（
約
９
ｍ
）
と
他
よ
り
も
広
く
と
っ
た
場

所
の
こ
と
で
、
澪
筋
に
あ
た
る
よ
う
で
す
。

三
の
間
と
は

　

こ
こ
で
宇
治
橋
の
「
三
の
間
」
を
振
り

返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。「
三
の
間
」

か
ら
汲
む
水
は
名
水
と
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
こ
こ
の
水
は
澱
ん
で
お
ら
ず
、
常
に

澄
ん
だ
水
が
流
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
つ
ま
り
「
三
の
間
」
の
下
は
、
宇
治

川
の
流
れ
の
中
心
に
あ
た
り
、
瀬
田
唐
橋

の
「
水
穂
の
間
」
と
同
じ
く
澪
筋
な
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

宇
治
橋
の
「
三
の
間
」
は
、
現
在
再
現

さ
れ
て
い
る
も
の
が
「
三
番
目
の
欄
干
と

四
本
目
の
欄
干
の
間
」
と
か
、「
橋
の
西

詰
か
ら
三
つ
目
の
柱
間
」
に
設
け
ら
れ
て

い
る
の
で
、「
三
の
間
」
だ
と
い
う
具
合

に
紹
介
さ
れ
ま
す
が
、
私
は
か
つ
て
「
水

穂
の
間
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
が
、「
三
保

の
間
」
と
な
り
、「
三
の
間
」
に
変
化
し

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

一
本
の
川

　

瀬
田
唐
橋
が
架
か
る
瀬
田
川
は
、
琵
琶

湖
か
ら
流
れ
出
て
京
都
付
近
で
宇
治
橋
の

架
か
る
宇
治
川
と
名
を
変
え
、
そ
の
後
、

木
津
川
と
桂
川
を
合
流
し
て
淀
川
と
な

り
、
大
阪
湾
へ
と
注
ぎ
ま
す
。
つ
ま
り
瀬

田
唐
橋
も
宇
治
橋
も
一
本
の
川
に
架
け
ら

れ
た
橋
な
の
で
す
。

　

さ
ら
に
奈
良
時
代（
７
１
０
〜
７
９
４
）

に
あ
っ
て
は
、
琵
琶
湖
か
ら
瀬
田
川
―
宇

治
川
―
木
津
川
へ
の
水
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
、
平
城
京
へ
と
つ
な
が
る
重
要
な
航
路

だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

澪
筋
を
示
し
、
守
る
神

　

前
号
で
宇
治
橋
の
橋
下
に
住
む
橋
姫
の

も
と
に
、
離
宮
ま
た
は
住
吉
明
神
と
い
う

神
が
夜
毎
に
通
う
と
い
う
伝
承
を
紹
介
し

ま
し
た
が
、
住
吉
の
神
は
今
も
宇
治
橋
の

橋
姫
社
の
隣
に
鎮
座
す
る
神
で
あ
り
、
水

運
の
神
で
も
あ
り
、
船
の
中
に
祀
ら
れ
る

船
霊
と
い
う
神
も
、
こ
の
住
吉
の
神
で
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
を
総
括
す
る
と
、
宇
治
橋
の
橋

姫
は
「
三
の
間
」
と
い
う
目
立
つ
テ
ラ
ス

に
祀
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
上
流
か
ら
く

だ
っ
て
く
る
舟
乗
り
に
宇
治
橋
下
の
澪
筋

を
示
す
神
で
あ
り
、
船
の
中
に
祀
ら
れ
た

船
霊
を
待
ち
続
け
る
神
で
あ
り
、
ま
た
は

そ
の
水
運
を
守
る
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

　

た
だ
し
、
中
世
に
作
成
さ
れ
た
絵
巻
や

屏
風
な
ど
に
は
「
三
の
間
」
が
描
か
れ
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、古
代
か
ら
「
三
の
間
」

が
存
在
し
た
か
不
明
な
点
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
澪
筋
を
示
し
、
河
川
舟
運
を
守
る

神
な
ど
と
は
う
が
っ
た
考
え
で
、
単
に
川

の
本
流
に
い
る
水
神
を
祀
る
神
だ
っ
た
か

も
し
れ
ず
、
瀬
田
川
の
龍
宮
信
仰
が
川
伝

い
に
伝
播
し
た
神
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　
『
神
道
集
』
は
橋
姫
が
ど
こ
の
河
川
で

も
祀
ら
れ
た
と
記
し
て
い
ま
す
が
、
そ
こ

に
固
有
名
が
挙
げ
ら
れ
た
橋
は
す
べ
て
淀

川
水
系
に
架
か
る
橋
で
す
。
畿
内
の
有
名

な
大
橋
の
み
を
挙
げ
た
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
ま
す
が
、
こ
の
史
料
は
東
国
の
伝
承

も
多
く
紹
介
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

他
の
橋
名
を
挙
げ
て
い
て
も
不
思
議
で
は

な
い
は
ず
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
も
踏
ま

え
て
、
私
は
橋
姫
と
は
古
代
の
淀
川
水
系

独
自
の
神
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
す
。

（
文
：
江
口
知
秀
）

瀬田唐橋（滋賀県大津市）
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