
『源
氏
物
語
」
橋
姫
巻
の
垣
間
見
を
読
む

吉

海

直

人

【要
旨

】

垣

間
見

の
再
検
討

の

一
環
と
し

て
、

橋

姫
巻

の
垣
間
見

に

つ
い

て
改

め
て
考
察

し

て
み
た
。

そ
の
結
果

、
暁
方

と
い
う
特
殊

な
時
間
帯

で

あ

る
こ
と
、
視
覚
的

に
有
明

の
月

と
霧

・
雲

が
動
的

に
作

用
し
て
い
る
こ

と
、
聴
覚
的

に
琴

の
音
が
薫
を
垣
間
見

へ
と
誘

っ
て
い
る
こ
と
、
姫
君
達

の
会
話
が
薫

の
耳

に
聞

こ
え
て
い
る
こ
と
、
嗅
覚
的

に
薫

の
移

り
香
が
姫

君
達

の
と

こ
ろ
ま

で
香

っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な

っ
た
。

【
キ

ー
ワ
ー
ド
】
源
氏
物
語
、
垣
間
見
、
橋
姫
巻

一

昨
年

、

『
源
氏
物

語
』

に
お
け
る

「
垣
間
見
」

の
重
要
性
を
再
提
起

す

る
た
め
に
、

『
垣
間
見
る
源
氏
物
語
」

を
出
版
し

た
が
、

橋

姫
巻

の
垣

間

見
場
面

の
考

察
が
不
十
分

だ

っ
た

こ
と

に
気

が
付
い
た
。
そ

こ
で
反
省

の

意
味

を
込
あ

て
改

め

て
分
析

・
検
討

し

て
み
た
い
。

最
近
、

『源
氏
物

語
』

の
研
究

に
源
氏
絵

か
ら
の

ア
プ

ロ
ー
チ
が
盛

ん

に
行

わ
れ
て
い
る
。
源
氏
絵

が

『
源
氏
物
語
』

の
普
及

に
大
き

な
役
割
を

果

た
し

て
い
る
こ
と

は
間
違

い
な
い
が
、
だ
か

ら
と
い

っ
て
描
か
れ

て
い

る
も

の
が
す

べ
て
プ

ラ
ス
の
資
料
だ
と

は
限
ら
な

い
。
源
氏
絵

に
は
絵
師

独
自

の
解
釈
が
反
映
し

て
い
る
場
合
も
否
め
な

い
の
だ
か
ら
、

マ
イ

ナ
ス

面
も
し

っ
か
り
把
握
し
た
上

で
な

い
と
却

っ
て
混
乱
が
生
じ
か
ね
な

い
の

で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

そ

の
こ
と

の

一
端

は
、
近
世

の
い
わ
ゆ
る
源
氏
物
語
画
帖

の
若
紫
巻

に

お

い
て
、
逃
げ

て
そ

こ
に

い
な

い
は
ず

の
雀

が
画
中

に
描
か
れ

て
い
る

こ

と
が
如
実

に
示
し

て
い
る
。

こ
れ
を
過
去

と
現
在

の
二

つ
の
時

間
が
同

一

四

一



『源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
の
垣
間
見
を
読
む

画
面

に
書
き
込
ま
れ

て
い
る
と
プ

ラ
ス
に
解
釈
す
る

の
も
結
構
だ
が
、
少

な
く
と
も
源
氏
が
雀
を
目

に
し

て
い
な

い
の
は
明
ら
か

で
あ
る
か
ら
、
蛇

足

の
感
は
否
め
な

い
。
し
か
も
そ
れ
が
強
調
さ
れ
た
た
め

に
、
絵
入
版
本

(ダ
イ
ジ

ェ
ス
ト
版
)

の
挿
絵

や

「
源
氏
香
之
図
」

に
継
承

さ
れ

て
し
ま

い
、

つ
い
に
は
不
在

の
雀
が
、
若
紫
巻
を
代
表
す

る
シ

ン
ボ
ル
に
ま

で
昇

華
し

て
し
ま

う
の
だ
か

ら
始
末
が
悪

い
。

そ
う

な
る
と
源
氏
物
語

そ
の
も

の
が
歪
め

ら
れ
る
こ
と

に
な
る
か

ら
で
あ

る
。

国
宝

の

「
源
氏
物
語
絵
巻
」

で
さ
え
も
同
様

の
こ
と
が
言

え
る
。
近
年
、

現
代

の
科
学
技
術

を
総
動
員

し

て
の
復

元
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
が
行
わ
れ
、

剥

落

し
た
色

や
模
様

が
鮮

や
か
に
蘇

っ
た
。

そ

の
復
元
作
業

を
通
し

て
、

新

た
な
発
見
も
相
次

い
だ
。
そ

の

一
つ
は
、
人
物

の
顔
や
手
か
ら
硫
化
水

銀

(有
害
物
質
)

反
応
が
出
た

こ
と

で
あ
る
。

も
と
も
と

の
顔
は
鉛
白
と

い

う
白
粉

で
塗
ら
れ

て
い
た
は
ず
な

の
で
、
硫
化
水
銀

の
反
応
が
出
る

こ
と

な
ど
考
え
ら
れ
な

い
こ
と

で
あ

っ
た
。

そ
の
こ
と
か
ら
顔

の
鉛
白
が
剥
落

し

て
し
ま

っ
た
後
、
何
度
か
絵
巻

の
補
修
が
行
わ
れ
た
際
、
硫
化
水
銀
を

含
む
白
粉
が
使

用
さ
れ
た
こ
と
が
判
明

し
た
。
橋
姫
巻

に
描
か

れ
た
人
物

の
顔

に
も
、
水
銀
入

り
の
白
粉

が
塗

ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。

こ

れ
は
大

き
な
発

見

で
あ

っ
た
。

た
だ
し
忘

れ

て
な
ら
な
い

の
は
、

ど
ん
な
に
す
ぐ
れ
た
科
学

を
も

っ
て

四
二

し

て
も
、
全

て
が
解
明
さ
れ
た
わ
け

で
は
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
プ

ラ
ス
の
効
果
ば
か
り
を
強
調
す
る

の
は
、
学
問
と
し

て
正
し

い
こ
と

で
は

あ
る
ま

い
。二

さ
て
本
題

の
垣
間
見

に
入

ろ
う
。
薫

が
宇
治
八

の
宮

の
邸

に
近
づ
く
と
、

近
く

な
る
ほ
ど
に
、

そ
の
琴

と
も
聞
き

わ
か
れ
ぬ
物

の
音

ど
も
、

い

と
す
ご
げ

に
聞

こ
ゆ
。

(橋
姫
巻

餅
頁
)

と
琴

の
音

が
遠

く
か
ら
聞

こ
え

て
き
た
。

「物

の
音

ど
も
」

と
あ
る
の

で

複
数

の
音

、

つ
ま
り
合
奏

で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

「す
ご
げ

に
」

と
は

形
容
詞

「
す
ご
し
」
(
今

の

「
す
ご

い
」
)

に

「
げ
」
が
結
合
し
た
形
容
動

詞

で
あ
る
が
、

『
源
氏
物
語
』

以
外

に
ほ
と
ん
ど
用
例
が
見
ら
れ
な

い
。

こ

の

「
す
ご

げ
」

に
は
、

プ

ラ

ス
と

マ
イ

ナ

ス
両
方

の
意

味

が

あ

る
。

「
物
寂
し

い

・
不
気
味
だ
」
と

い
う

マ
イ

ナ
ス
の
意
味
と
、
「
趣
が
あ

る
」

と

い
う

プ
ラ
ス
の
意
味

で
あ

る
。
新
編
全
集

で
は

「
ぞ

っ
と
す

る
ほ
ど
も

の
寂
し

い
感

じ
」

(
餅
頁
)

と
注
を
付
け

て
あ

る
。

や
や
曖
昧
だ
が
、

恐

ら
く

マ
イ
ナ

ス
で
は
な
く
プ
ラ

ス
の
音

と
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。

こ
こ

で
は
ま
だ
視
覚

が
機
能

し
な
い
距
離

で
あ
る
か
ら
、
遠

く
か
ら
か

す
か
に
聞

こ
え

て
き
た
琴

の
音

が
、

聴
覚

に
よ

っ
て
薫

を
引

き
寄

せ
る
効



果
を
持

っ
て
い
る
と
読
め
る
。
そ

の
時
点

で
は
ど

の
楽
器
か
判
別

で
き
な

か

っ
た
よ
う
だ
が
、

「
つ
い
で
な
く

て
、

親
王

の
御
琴

の
音

の
名
高
き
も

え
聞
か
ぬ
ぞ
か
し
、
よ
き
を
り
な
る

べ
し
、
と
思

ひ

つ
つ
入
り
た
ま

へ
ば
、

琵
琶

の
音

の
響
き
な
り
け
り
」

(
同
頁
)

と
思

っ
て
邸
内

に
入

っ
た
と

こ

ろ
、
琵
琶
と
箏

の
琴

の
音

で
あ
る

こ
と
が
聞
き
分
け
ら
れ

て
い
る
。
聴
覚

と
い
う
か
音
楽

的
な
素
養

も
重

要

で
、

そ

の
能
力

が
高

け
れ
ば
、
楽

器

の

違

い
や
演
奏

の
上
手

い
下
手

だ
け

で
な
く
、
曲
名

は
も
と
よ
り
誰
が
演
奏

し
て
い
る
か
ま

で
わ
か
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
時

の
薫

は
ま
だ
情
報

不
足

で
、

つ
ま
り
姉
妹

の
演
奏
を
聴

い
た

こ
と
が
な
か

っ
た
の
で
、

そ
こ
ま

で

は
わ
か

っ
て
い
な
い
。

た
だ
し
複
数

の
楽
器
を
聞

き
分

け
た
の
で
あ

る
か

ら
、
八

の
宮
以
外

の
奏
者

つ
ま

り
姫
君

と
の
合
奏

で
あ

る
こ
と
も
察

せ
ら

れ

た
は
ず

で
あ

る
。

邸

に
到
着
す

る
と
宿
直

の
男
が
応
対
し
、
八

の
宮
が
留
守
だ
と

い
う

こ

と
を
知
ら

さ
れ

る
。

こ
れ

に
よ

っ
て
薫

は
、

さ
き

ほ
ど
聞

い
た
琴

の
音
が

姫
君
達

の
演
奏
だ

っ
た

こ
と
を
確
認
し
た
。

そ
こ
で
チ
ャ
ン
ス
と
ば
か
り
、

姫
君
達

の
演
奏
し

て
い
る
と

こ
ろ
を
垣
間
見

よ
う
と
、
「
あ

な
た
の
御

前

は
竹

の
透
垣
し

こ
め

て
、

み
な
隔

て
こ
と

な
る
」

(
囎
頁

)

と

こ
ろ

に
案

内
し

て
も
ら

っ
た
。
戸
を
す

こ
し
押
し
開
け

て
垣
間
見
た
薫

の
目

に
は
、

次

の
よ
う
な
光
景
が
見
え

て
い
る
。

『源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
の
垣
間
見
を
読
む

月
を
か
し
き
ほ
ど

に
霧
り
わ
た
れ

る
を
な
が
め

て
、
簾
を
短
く
捲
き

上
げ

て
人

々
ゐ
た
り
。
簀
子

に
、

い
と
寒
げ

に
、
身
細
く
萎
え
ば
め

る
童

一
人
、
同
じ
さ
ま
な
る
大
人
な
ど
ゐ
た
り
。

(同
頁
)

従
来

の
垣
間
見
は
視

覚
重
視

で
あ

っ
た
。
ま
ず

「
月
」

に
注
目
し

て
い

た
だ
き
た

い
。
夜

で
あ
る
か
ら
月
が
な
け
れ
ば
暗
く

て
何
も
見
え
な

い
。

た
だ
し
霧
が
出

て
い

て
月
が
見
え
る
の
だ
か
ら
、

こ
れ

こ
そ
京
都

ら
し
い

気
象

と
い
え
る
。

そ
れ
に
し

て
も
月

明
か
り

で
の
垣

間
見

で
あ
る
か
ら
、

そ
ん
な
に
は

っ
き
り
見

え
る
は
ず
は
な
か
ろ
う
。

と

こ
ろ
が
国
宝
絵
巻

は

ま
る

で
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
さ
れ

て
い
る
か
の
よ
う
に
明
る
く
描

か
れ
て
い
る

で
は
な
い
か
。
も
ち

ろ
ん
薄
暗

く
て
は
絵

と
し
て
機
能

し
な
い
か
ら
だ

ろ

う
が
、

そ
れ

に
し

て
も
現
実
と

は
か

な
り
乖
離

し
て
い
る
こ
と
を
了
解

し

て
お
き

た
い
。

と

こ
ろ
で
薫
が
宇
治
を
尋
ね

た
の
は
、
「
秋

の
末

つ
方
」

(
燭
頁
)
と
あ

る
か
ら
、
九
月
下
旬
と

い
う

こ
と

に
な

る
。
ま
た

「
有
明

の
月

の
ま
だ
夜

深
く
さ
し
出
つ

る
ほ
ど

に
出

で
立
ち

て
」

(同
頁
)
と
も
あ

っ
た
。
「
夜
深

く
さ
し
出
つ

る
」

の
は
有
明

の
月

で
あ
る
か
ら
、
決
し

て
ま
ん
丸

で
は
な

く
む
し

ろ
半
月

に
近

い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず

国
宝
絵
巻

に
は
丸

い
月
が
描
か
れ

て
い
る

の
で
、

こ
れ
も
本
文

の
忠
実
な

再
現

で
は
な

い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

四
三



『源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
の
垣
間
見
を
読
む

も
う

一
点
は
垣
間
見

の
時
間

で
あ
る
。
従
来
、

こ
の
垣
間
見
が
何
時
頃

行
わ
れ
た
か
と

い
う

こ
と

に
は
関
心
が
な
か

っ
た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

単

に
夜
と

い
う
だ
け

で
、
そ

の
時
間

に

つ
い
て
何
も
考
え

て
こ
な
か

っ
た
。

し
か
し
薫

は
京
都
を
夜
深
く
出
立
し

て
い
た

の
で
あ
る
か
ら
、
馬

で
宇
治

に
到
着
す

る
の
に
数
時
間
を
要
す

る
。
ど
う

や
ら

こ
の
垣
間
見

は
か
な
り

夜
遅

い
時
間
、
と

い
う
よ

り
も
夜
が
明
け

る
少
し
前

の
暗

い
時
間

に
行
わ

れ

た
よ
う

で
あ

る
。

こ
の
垣
間
見

の
後
、
薫

は
弁

の
尼
と

い
う
老
女
房
と
応
対
す

る
が
、

そ

の
時

は

「
曙

の
や
う
や
う
も

の
の
色
分
か
る
る
」

(幽
頁
)

と
記

さ
れ
て

い
る
。

そ
の
後
、

宇
治
を
去

る
に
際
し

て

「
あ
さ
ぼ
ら
け
」

(
幽
頁
)

の

和
歌
を
詠

じ

て
い
る
が
、

「
明
う
な
り
ゆ
け
ば
、

さ
す
が
に
直

面

な
る
心

地

し

て
」
(
幽
頁
)

と
あ

る

の

で
、

そ
れ

で
も

ま
だ

完
全

に
は

明

る
く

な

っ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

京
都

に
戻

っ
た
薫

は
、

匂
宮

に
宇
治

の

一
件
を
報
告

す
る
が
、
そ

こ
に

も

「
見
し
暁

の
あ
り
さ
ま
」

(憫
頁
)

と
あ

っ
た
。

こ
の
垣
間
見
は
暁

に

行
わ
れ

て
い
た

の
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら

「
暁
」
↓
「
曙
」
↓
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」

と
時
間
が
進
行
し

て
い
る

こ
と

に
な
る
。
姫
君
達
は
暁
方

に
合
奏
し

て
い

た

の
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
誰
も
聞
く
人

は
い
な

い
だ
ろ
う
と
油
断
し
た

の
だ

ろ
う
。
橋
姫
巻

の
垣
間
見
は
尋
常

で
な

い
時
間

に
行
わ
れ
た

こ
と
を

理
解
し

て
お
き
た

い
。

三

四
四

次

に
本
文

に

「
簾
を
短
く
捲
き
上
げ

て
」
と
あ

る
こ
と

に
注
目
し
た

い
。

も
ち

ろ
ん
前
提
と
し

て
、
格
子
も
あ
げ

(上
げ

・
開
け
)
ら
れ

て
い
た
。

で
は
旦
ハ体
的

に
簾

は
ど

こ
ま

で

「
短
く
」
巻
け
ば

い
い
の
だ

ろ
う
か
。
ど

う
や
ら

こ
の
解
釈
が
揺
れ

て
い
て
、
中

に
は
上

の
方
ま

で
巻
き
あ
げ

た
結

果
簾

が
短
く

な

っ
て
い
る
と
解
釈
し

て
い
る
も

の
も
あ

る
。
何
冊

か
の
本

を
参
照
す

る
と
、
今

で
も
解
釈

が
別

れ
た
ま
ま
に
な

っ
て
い
る
。
実

は
こ

の

「短

い
」

は
、
現
代

の
意
味

と
は
違

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
考

え
る
た
め
に
は
、

コ
咼
い
」

の
反
対

語
を

明
確

に
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

一
般

に

コ
咼
い
」

の
反
対

は

「
低

い
」

だ
が
、

な
ん
と

『
源
氏

物
語
』

の
時
代
に
は
、

「
低

い
」

(
ひ
き
し
)

と
い
う
言
葉

は
ま
だ

使
わ
れ

て
い
な
か

っ
た
。
そ

の
代
わ
り

に
用

い
ら
れ

て
い
た

の
が
、

こ
の

「
短

い
」

な

の
で
あ
る
。

椎
本
巻

に

「
高
き
も
短
き
も
、

几
帳
を
二
間

の

簾

に
押
し
寄
せ

て
」

(
瓣
頁
)

と
あ
る
の
が
参
考

に
な
る
。

つ
ま
り

こ
れ

は

コ
咼
い
」

の
反
対
語
だ
か
ら
、

「
簾
を
低
く
巻
き
上
げ

て
」

と

い
う
意

味

に
な
る
。
要
す
る

に
簾
を
上
ま

で
巻
き
上
げ
ず
、
下

の
低

い
と

こ
ろ
で

止
め

て
い
る
の
で
あ

る
。

そ
れ

で
月
が
見
え

る
の
で
あ
れ
ば
、
月

は
ま
だ



低

い
位
置

に
あ

っ
た

こ
と

に
な
る
。
時
間
的

に
は
沈
む
月

で
は
な
く
昇
る

月

で
あ
ろ
う
。

さ

て
垣
間
見

て
い
る
薫

の
目
は
、
約
束
事

と
し

て
外

側
か
ら
内
側

へ
と

向

け
ら
れ
る
。
最
初

は
簀

子
に
い
る
二
人
、

童
は
女
童

の
こ
と

で
大

人
は

若
人

よ
り
は
年

長

の
女
房

の

こ
と

で
あ
る
。

「萎

え
ば
め
る
」

と
は
糊

の

き
い

て
い
な
い
衣
装

の

こ
と

で
あ
る
。
若
紫
巻

の
紫

の
上

も

「萎

え
た
る

着

て
」

(蹣

頁
)
と

あ

っ
た
。

こ
れ

は
童

だ

か

ら
動

き

や
す

い
衣

装

に

な

っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
が
、

一
般

に
は
経
済
的

に
不
如
意

な
の
で

よ
れ
よ
れ
の
衣
装
を
着

て
い
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
が

「
い
と
寒

げ

に
」

と
も
呼
応
し

て
い
る
の
で
あ

る
。
実

は
八

の
宮
自
身
も

「
直
衣

の

萎

え
ば
め

る
を
着

た
ま
ひ
て
」

(
塒
頁
)

と
あ

っ
た
し
、

姫
君

の
衣
装
も

「
御
衣
ど
も
萎

え
ば

み
て
」

い
た
。

こ
れ
は
女
房
達

の
衣
装
だ

け
の
問
題

で
は
な
か

っ
た

の
だ
。
だ
か
ら

こ
そ
奥

に
引

っ
込
む
時
も

「
衣

の
音
も
せ

ず

い
と
な

よ
よ
か

に
」

(蜘
頁
)
な

の
で
あ

る
。

そ
れ

に
続

い
て
、

内
な

る
人
、

一
人
は
柱

に
す

こ
し

ゐ
隠
れ

て
、
琵
琶
を
前

に
置
き

て
、

撥
を
手
ま
さ
ぐ
り

に
し

つ
つ
ゐ
た

る
に
、
雲
隠
れ
た
り

つ
る
月

の
に

は
か

に
い
と
明
く
さ
し
出

で
た
れ
ば
、

コ
扇
な
ら

で
、

こ
れ
し

て
も

月
は
ま
ね
き

つ
べ
か
り
け
り
」
と

て
、
さ
し

の
ぞ
き
た
る
顔
、

い
み

『源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
の
垣
間
見
を
読
む

じ
く
ら
う
た
げ

に
に
ほ

ひ
や
か
な
る

べ
し
。
添

ひ
臥
し
た
る
人
は
、

琴

の
上

に
か
た
ぶ
き
か

か
り

て
、
「
入
る

日
を

か

へ
す
撥

こ
そ
あ
り

け
れ
、

さ
ま
異
に
も
思
ひ
お
よ
び
た
ま
ふ
御
心
か
な
」
と

て
、
う
ち

笑

ひ
た
る
け
は
ひ
、

い
ま
す

こ
し
重

り
か
に
よ
し
づ
き
た
り
。(

幽
頁
)

と
あ
る
。

「
内
な
る
人
」

と

は
簾

の
内
側
、

つ
ま
り
廂

の
間
に
い
る
大

君

と
中

の
君

の
こ
と
で
あ

る
。
外

か
ら
内

へ
と
説

明
す
る
の
が
原
則

で
あ

り
、

こ
こ
で
は
簾
を
境

と
し

て
外

(簀
子
)

と
内

(廂

の
問
)

が
区
切

ら
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
ま

た
前

に
書

か
れ
る
人

よ
り
後

の
人

の
方

が
身
分

が

高

く
、

か

つ
主
役

の
よ
う
で
あ

る
。
加

え
て
琴
を
弾

か
な
い
女
房
達
と
琴

を
弾
く
姫
君
達
と

に
区
別

さ
れ

て
い
る
よ
う

で
も
あ

る
。
本
来
な
ら
ば
着

て
い
る
衣
装

に
も
言
及

さ
れ

る
の
だ
が
、

こ
こ
で
は
暗

く
て
よ
く
見

え
な

い
の
か
、
省
略
さ
れ

て
い
る
。
文
末

に
草
子
地
風

の

「
べ
し
」
と
か

「
け

は
ひ
」
と
あ

る
の
で
、
必
ず
し
も
薫

の
目

に
は

っ
き
り
見
え

て
い
る
わ
け

で
は
な
か

っ
た

(読
者

の
方
が
鮮
明

に
見
え

て
い
る
)
。

こ
こ
で
は
姉
妹
が
月
を
見

る
た
あ

に
簾
を
上
げ
、
端
近

に
出

て
い
る

こ

と

で
薫

の
垣
間
見
も
可
能
と
な

っ
た
。
さ
ら

に
隠
れ

て
い
た
月
が
出

て
き

た

の
で
、
そ

の
光

で
薫

に
も
少
し
は
見
え
た

の
だ

ろ
う
。
国
宝
絵
巻
は
静

止
画
面
だ
が
、
物
語
は
月
と
霧

・
雲

の
ダ
イ

ナ
ミ

ッ
ク
な
動
き

に
よ

っ
て

四
五



『源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
の
垣
間
見
を
読
む

揺
れ

て
い
る
こ
と
を
強
調
し

て
お
き
た

い
。

同
時

に
姉
妹
を
垣
間
見

る
と

い
う

パ
タ
ー
ン
は
、
間
違

い
な
く

『
伊
勢

物
語
』
初
段

の
昔
男
が

「
女

は
ら
か
ら
」
を
垣
間
見

る
場
面
を
踏
ま

え
て

い
る
と
考

え
ら

れ
る
。

『
伊
勢
物
語
』

の
場
合

は
姉
妹
と

い
う
だ
け

で
、

二
人

の
違

い
は
ま

っ
た
く
問
題

に
さ
れ

て
い
な
い
の
で
、

ど

っ
ち
が
ど

っ

ち

か
は
わ
か
ら
な
か

っ
た
。

い
わ
ば
姉
妹

は
同
化

し
て
い
た
の
で
あ

る
。

橋
姫
巻

で
も
、
薫

が
ど
ち

ら
の
女
性

に
興
味
を
抱

い
て
い
る
の
か
明
確

で
は
な
い
し
、
大
君

と
中

の
君

の
区
別

が
き

ち
ん
と
で
き
て
い
た
と
も
思

え
な
い
。

そ

の
た
め
か
姉
妹

の
持

っ
て
い
る
楽
器

に

つ
い
て
、
古

く
か
ら

二
説

が
対
立

し

て
い
る
。
絵
巻

の
解
説

な
ど
で
は
大
君

が
琵
琶
、
中

の
君

が
箏

の
琴
に
な

っ
て
い
る
場
合

が
多

い
。
そ
れ
は
本
文

に

「姫

君
に
琵
琶
、

若
君

に
箏

の
琴
」

(悩
頁
)

と
あ
る
こ
と
を
根
拠
と

し
て
い
る
。

と

こ
ろ

が
そ

の
後

の
研
究

の
進
展

に
よ

っ
て
、
現
在
は
ほ
ぼ
中

の
君
が
琵
琶
、
大

君
が
箏

の
琴
と
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
て
い
る
。
そ

の
方
が
姉
妹

の
性
格

に

一
致
す
る
か
ら

で
あ
る
。

ま
た
描
か
れ
る
順
番

に
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
最
後

に
描
か
れ

て
い

る
箏

の
琴
を
弾
く
人
が
も

っ
と
も
重
要
人
物
と

い
う

こ
と

に
な
る
。
そ

の

こ
と

は
薫

の
耳

に

「箏

の
琴
、

あ
は
れ
に
な
ま
め

い
た
る
声
し

て
」

(絣

頁
)

と
聞

こ
え

て
い
た

こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ

る
。

「
い
み
じ
う
ら
う
た

四
六

げ
」
と

は
対
照
的
な

「
い
ま
す

こ
し
重
り
か

に
よ
し
づ
き
た
り
」
と

い
う

形
容

は
、
姉

の
大
君

に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
か

ろ
う
。

そ
う
な
る
と
箏

の
琴
は
、

や
は
り
大
君

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と

に
な

る
。
ま
だ
自
覚
し

て
い
な

い
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
薫

は
箏

の
琴
を
弾

い
た
大
君

に
既

に
惹
か
れ

て

い
た
と
読
め

る
わ
け

で
あ

る
。

一
方

の
中

の
君

は

「
撥
を
手
ま
さ
ぐ
り
」

に
し
て
い
た
が
、

こ
の

「
手
ま

さ
ぐ

り
」

は
普
通

「
も

て
あ

そ
ぶ
」
と
か

「
い
じ

る
」

と

か
訳

さ
れ
て
い
る
。

し
か
し

『
源
氏
物
語
』

に
お

い
て
は

楽
器
を
爪
弾

く
意
味

で
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
多

い
の
で
、

こ
こ
も
演
奏

の

延
長
線
上

で
考

え
て
お
き
た
い

(楽
器
を
取

り
替

え
た
直
後

と
い
う
読

み

も
可
能

で
は
あ
る
)
。

薫

は
琴

の
音

に
よ

っ
て
姫
君

の
元

へ
導

か
れ
た
わ
け
だ
が
、
垣

間
見
場

面

で
は
既
に
演
奏

は
終

わ

っ
て
い
た
。
代

わ

っ
て
薫

の
耳

に
は
姫

君
達

の

会
話
が
聞

こ
え

て
い
る
。

大
君

の

「
う
ち
笑
ひ
た
る
」

声
も
聞

こ
え

て
い

る

の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
姉
妹

の

「
は
か
な
き

こ
と
を
う
ち
と
け
の
た
ま

ひ
か
は
し
た
る
」

(
幽
頁
)

様
子
を
立
ち
聞

い
た
薫

は
、

姫
君

に
惹
き

つ

け
ら
れ
る

こ
と

で
、
道
心
と
恋

の
宇
治
十
帖
が
展
開
す
る

こ
と

に
な
る
。

か

つ
て
源
氏
も
空
蝉
と
軒
端

の
荻

の
囲
碁
場
面
を
垣
間
見

て
い
た
が
、
そ

の
際
も

「
か
く
う
ち
と
け
た

る
人

の
あ
り
さ
ま
」
と
あ

っ
た
。
ど
う
も
垣

間
見

の
約
束
事
と
し

て
、
見

る
方

は
う
ち
と
け
た
姿
を
見

て
い
る
と
信
じ



て
い
る
よ
う

で
あ

る
。

こ
の
場
面
が

そ
う
だ
と

い
う
わ
け

で
は
な

い
が
、

そ
こ
に
思

い
込

み

(誤
解
)
が
存
す

る
可
能
性
も
忘
れ

て
は
な

る
ま

い
。

垣
間
見

の
も
う

一
つ
の
約
束
事

は
、
必
ず
し
も

は

っ
き
り

は
見
え

て
い

な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

こ
こ
も
霧
が
か
か

っ
て
い
る
し
、
月
が
出
た

り
出
な
か

っ
た
り
し

て
い
る
の
だ
か
ら
、

「
霧

の
深
け
れ
ば
、

さ
や
か

に

見
ゆ

べ
く
も
あ
ら
ず
。

ま
た
、

月
さ
し
出

で
な
ん
と
思
す
ほ
ど
に
」

(幽

頁
)
と

い
う
状
態
な

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
月
は
意
識
的

に
出
た
り
出
な

か

っ
た
り
し

て
い
る
わ
け

で
は
な

い
が
、
そ
れ
が

い
か

に
も
薫

の
好
奇
心

を
あ
お
る

(翻
弄
す
る
)
よ
う
な
効
果
を
出
し

て
い
る

こ
と

に
な
る
。
特

に
中

の
君
な
ど

「
に
は
か

に
い
と
明
く
さ
し
出

で
た
」
月
を
さ
し

の
ぞ

い

た

こ
と

で
、
薫

に
顔
を
見
ら
れ

て
い
る
。

な
お
宇
治
は
霧
深

い
と

こ
ろ

で
あ

っ
た
。
霧

の
用
例
は

『
源
氏
物
語
』

の
中

に
全
部

で
六

九
例

あ
る
が
、
橋

姫
巻
に
は
そ

の
う
ち

の

一
一
例
も
用

い
ら
れ

て
い
る

(
最
多

は
夕

霧
巻

の

一
四
例
)
。

そ

こ
で
上

坂
信

男
氏

は

「小

野
の
霧

・
宇

治

の
霧

」

と
い
う
論
文

で
、

橋
姫
巻

は
秋

を
基

調
に
描

か
れ
て
お
り
、

そ
の
背

景
に
霧

が
か
か

っ
て
い
る
。

そ

の
霧

は
単

な
る
気

象
現
象

に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
こ
に
住

む
人

の
憂
鬱

な

「
心
象

風
景
」

で
あ

り
、

ま
た
未
来

の
暗

示

で
も

あ

る
と
説
か

れ

て
い
る
。

こ
の
場
合

の
雲

(霧
)

は
、
垣
間
見

の
効
果

と
し
て
も
機
能

し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。

『
源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
の
垣
間
見
を
読
む

四

垣
間
見

の
要
素
と
し

て
、
視
角

・
聴
覚
だ
け

で
な
く
嗅
覚

の
重
要
性

に

も
言
及
し

て
お
き
た

い
。
宇
治

に
薫
が
尋
ね

て
き

て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ

た
後

に
、

か
く
見
え
や
し
ぬ
ら
ん
と
は
思
し
も
寄
ら

で
、
う
ち
と
け
た
り

つ
る

こ
と
ど
も
を
聞
き
や
し
た
ま

ひ

つ
ら
ん
と

い
と

い
み
じ
く
恥
つ
か
し
。

あ
や
し
く
か
う
ば
し
く
匂
ふ
風

の
吹
き

つ
る
を
、
思

ひ
が
け
ぬ
ほ
ど

な
れ
ば
、
お
ど
ろ
か
ざ
り
け
る
心
お
そ
さ
よ
と
、
心
も
ま
ど
ひ

て
恥

ぢ
お
は
さ
う
ず
。

(
姐
頁
)

と

い
う
大

君

の
反
省

が
記
さ
れ

て
い
る

こ
と
に
注
目
し
た
い
。

そ
う
い
え

ば
妙

に

「
か
う
ば
し
」
い
香

り
が
し
た
時

に
、

そ
れ
を
薫

の
芳

香
だ
と
気

付
か
な
か

っ
た
自
分

の
迂
闊
さ
を
反
省

し

て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

こ
れ
に

よ

っ
て
大

君

の
嗅
覚

が
機
能

し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

(中

の
君
の

コ
メ

ン
ト
は

一
切

記
さ
れ
て
い
な
い
)
。

こ
の

「
か
う
ば
し
」

は
、
現
在

で
は
ふ

っ
く
ら
炊

け
た
ご
飯

と
か
焼

き

と
う
も
ろ
こ
し
と
か
、
食
欲

を
そ
そ
る
も

の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

し
か

し
な
が
ら

『源
氏
物
語
』

に
あ
る
二
十
六
例

は
、
す

べ
て
薫
物

の
香

り
に

限
定

さ
れ
て
い
て
、
食

べ
物

に
関
す

る
例

は
な
い
。
原
則

は
焚
き
し
め

ら

四
七



『源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
の
垣
間
見
を
読
む

れ
た
香

だ
が
、
薫

の

「
か
う
ば

し
」
だ
け
は
例
外

で
あ
る
。

と
い
う
の
も

薫

の
場
合

は
体

臭

で
あ

っ
て
、
決

し

て
焚
き
し
め
て
な
ど
い
な
い
か
ら

で

あ
る
。

そ

の
薫

の
芳
香
は
宇
治
に
到
着

す
る
前

の
記
述

に
も
、

忍
び

て
と
用
意

し
た
ま

へ
る

に
、

隠
れ
な
き
御
匂

ひ
そ
、

風

に
従
ひ

て
、
主
知
ら
ぬ
香
と
お
ど
ろ
く
寝

覚
め

の
家

々
あ
り
け
る
。
(
燭
頁
)

と
、
引
歌
を
交
え

て
滑
稽
な
ほ
ど

に
強
調
さ
れ

て
い
た
。
薫
は
お
忍
び

で

出
か
け
た

の
で
あ
る
が
、
そ

の
身
体
か
ら
発
せ
ら
れ
る
芳
香
が
風

で
運
ば

れ

て
、
寝

て
い
る
人
ま

で
驚

い
て
目
を
覚
ま
す
と

い
う

の
だ
か
ら
、
か
な

り
誇
張
さ
れ

て
い
る
。
「
主
知
ら
ぬ
香
」
は
、
『
古
今
集
』

の

「
主
知
ら
ぬ

香

こ
そ

に
ほ

へ
れ
秋

の
野

に
誰
が
ぬ
ぎ
か
け
し
藤
袴
ぞ
も
」

(二
四

一
番
)

を
踏
ま
え
た
引
歌

で
あ

る
。

薫

の
身
体
か
ら

は
確
か

に
異
常
な
芳
香
が
発
せ
ら
れ

て
い
た
。
柏
木
巻

で
誕
生
し
た
時

に
は
、
芳
香

に

つ
い
て
の
記
述

は
な
か

っ
た
が
、
匂
宮
巻

に
な

る
と
強
烈
な
芳
香
が
付
与
さ
れ

て
い
る
。

そ
の
匂

い
は
遠
く
ま

で
漂

う

の
で

(遠
達
性
)
、

た
と
え
薫

の
姿
が
見
え
な
く

て
も
、

香
り

に
よ

っ

て
薫
が
近
く

に
い
る
こ
と
が
わ
か

る
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
薫

は
最
も
垣
間

見
が

で
き

に
く

い
人
と

い
う

こ
と

に
な
る
。
宇
治

の
姉
妹
が
油
断
し

て
い

な
け

れ
ば
、

そ
し

て

「
か
う
ば
し
」

い
香

り
に
も

っ
と
敏
感
だ

っ
た
ら
、

四
八

薫

か
ら
垣
間
見

ら
れ
ず

に
済

ん
だ
か
も
し
れ
な
い
。

と

こ
ろ
が
面
白

い

こ
と
に
、

そ

の
薫

が
宇
治
十
帖

で
四
度

も
垣

間
見

を

し

て
い
る

の
で
あ
る
。

一
度

目
と
二
度

目
は
宇

治

の
姉
妹

だ

っ
た
。
三
度

目
は
浮

舟
、

そ
し

て
四
度

目
は
女

一
の
宮

で
あ
る
。
な
ん
と
薫
は
宇
治
十

帖

の
ヒ

ロ
イ

ン
す

べ
て
を

一
人

で
垣

間
見

て
い
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が

薫

の
主
人
公
性
を
保
証
し

て
い
る
わ
け
だ
が
、

そ
う
な
る
と
大
君

の
反
省

は
次

の
垣
間
見

に
役
立

た
な
か

っ
た

こ
と
に
な
る
。
と

い
う

の
も
大
君
は

姉
妹

の
合
奏
を
聞
か
れ
た
か
も
し
れ
な

い
と
疑

っ
て
は

い
る
も

の
の
、
ま

さ
か
垣
間
見
ら
れ
た
と
は
思

っ
て
も

い
な

い
か
ら

で
あ
る
。

つ
い
で
な
が
ら

「
源
氏
物
語
絵
巻
」
を
見
る
と
、
絵
は
透
垣

に
よ

っ
て

左
右

に
分
断
さ
れ

て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
右
が
垣
間
見

る
薫

で
、
左
が

宇
治

の
姉
妹

で
あ
る
。

こ
こ
で
右
か
ら
中
央

に
う

っ
す
ら
と
描
か
れ

て
い

る
霞

に
注
目
し

て
い
た
だ
き
た

い
。
も
と
も
と
霞
は
本
文
と
は
無
縁

の
周

囲
を
ぼ
か
す
絵

の
技
法

で
あ

る
が
、

こ
こ
で
は
薫
か
ら
宇
治

の
姉
妹

の
方

に
向
か

っ
て
ま

っ
す
ぐ

に
霞
が
伸
び

て
い
る
よ
う

に
見
え

る
。

そ
こ
で
三

谷
邦
明
氏

は

『
源
氏
物
語
絵
巻

の
謎
を
読

み
解
く
』

で
、

こ
れ
を
薫

の
芳

香
が
姉
妹

に
ま

で
漂

っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し

て
い
る
と
解
釈
し

て
お
ら

れ

る
。
な

る
ほ
ど

そ
う
も
見

え
る
が
、

そ
れ

は
薫

の
心

の
表
出

で
も
あ

ろ

う
。



垣
間
見
は

「
奥

の
方
よ
り

「
人
お
は
す
」
と
告
げ
き

こ
ゆ
る
人
や
あ
ら

ん
、

簾
お

ろ
し

て
み
な
入
り

ぬ
」

(
蜘
頁
)

と
簾
が
降
ろ
さ
れ
た

こ
と

で

終
了
し

た
。
「
あ

り

つ
る
簾

の
前

に
歩

み
出

で
て

つ
い
ゐ
た
ま

ふ
」

(
姐

頁
)
薫

の
応

対
に
出

た

の
は
弁

の
尼
だ

っ
た
。
垣

間
見
は
見
る
側

と
見

ら

れ
る
側

が
入

れ
替

わ
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

こ

こ
で
弁

は
逆

に
薫
を
、

几
帳

の
そ
ば

よ
り
見

れ
ば
、
曙

の
や
う
や
う
も

の
の
色
分

か
る
る
に
、

げ

に
や

つ
し
た
ま

へ
る
と
見

ゆ
る
狩
衣
姿

の
い
と
濡

れ
し
め

り
た
る

ほ
ど
、

う
た
て
こ
の
世

の
ほ
か

の
匂

ひ
に
や
と
、
あ

や
し
き
ま

で
薫

り
満
ち

た
り
。

(
魍
頁
)

と
垣
間
見

て
い
る

(薫

は
見

ら
れ

て
い
る
こ
と
を
承
知

の
上

で
あ

る
)
。

こ
こ
は
内
か
ら
外

で
あ

る
し
、
月

で
は
な
く
曙
光

で
あ
る
か
ら
、
薫

の
垣

間
見
よ
り
も

は

っ
き
り
と
見
え

て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ

ら
ず
、
視
覚
的
な
美

で
は
な
く
香
り

の
方

に
筆
が
割
か
れ

て
い
る

の
は
や

や
奇
異
な
感
じ
が
す
る
。
弁

の
尼

で
あ
る
か
ら
、
柏
木

と

の
比
較
が
な
さ

れ

て
も
お
か
し
く
な
い
は
ず
だ
か
ら

で
あ
る
。
あ
る

い
は
描
か
れ
ず
と
も

そ
れ
と
察

し

て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

五

薫

の
香

り
は
こ
れ

で
解
決
し

た
わ
け
で
は
な
い
。
薫

は
透
垣

の
元

に
案

『
源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
の
垣
間
見
を
読
む

内
し

て
く
れ
た
宿
直
人
が

「
い
と
寒
げ

に
、

い
ら
ら
ぎ
た
る
顔
」

(齣
頁
)

を
し

て
い
る

の
を
見

て
、

濡
れ
た
る
御
衣

ど
も
は
、
み
な

こ
の
人

に
脱

ぎ
か
け
た
ま
ひ

て
、
取

り
に
遣

は
し
た
る
御
直
衣

に
奉

り
か

へ

つ
。

(
同
頁
)

と
、
褒
美

と
し
て
着

て
い
た
狩
衣

を
気
前

よ
く
与

え
、
自

ら
は
取

り
寄

せ

た
直
衣

に
着
替

え
て
い
る
。

ど
う
も
薫

の
芳
香

は
水
分
を
含
む

と
そ
の
強

さ
を
増
す

よ
う

で
、

こ

の
時
も
夜

霧

に
濡
れ

る

こ
と

で
芳
香

が
よ
り
強

ま

っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
脱

い
だ
衣
装
を

そ

っ
く

り
プ

レ
ゼ

ン
ト
す

る

の
だ
か
ら
、
宿
直
人

は
思

い
が
け
な

い
豪
華
な
褒
美

に
預
か

っ
た
わ
け

で

あ

る

(宿
直
人
を
味
方

に
し

て
い
る
)
。

な
お
薫
は
も
と
も
と

「
狩
衣
」
を
着
用
し

て
い
た

の
だ
が
、
国
宝
絵
巻

で
は
な
ん
と
直
衣
姿

で
垣
間
見
し

て
お
り
、

こ
こ
に
も
絵
巻

の
独
自
性
が

表
出
し

て
い
る

こ
と

に
な
る
。

こ
れ

に
関
し

て
も
直
衣

に
着
替
え
た
時
間

と
、
垣
間
見

の
時

間
が
画
中

で
重
ね
ら
れ

て
い
る
と

い
う
プ

ラ
ス
の
解

釈

も
さ
れ

て
い
る
が
、
月

の
形

の
違
い
を
含

め

て
マ
イ
ナ

ス
の
解
釈

も
否
定

で
き
ま
い
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
あ
く
ま

で
絵

に
対

す
る
評
価

で
あ

っ
て
、

決

し

て

『
源
氏
物
語
』
を
批
判

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

普
通
だ

っ
た
ら
こ
れ

で

一
件
落
着

な
の
だ
が
、

こ
れ
に
は
後

日
談
が

つ

い
て
い
た
。

四
九



『源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
の
垣
間
見
を
読
む

宿
直

人
、

か

の
御
脱

ぎ
棄

て
の
艶

に

い
み
じ
き
狩

の
御
衣

ど
も
、

え

な
ら
ぬ
白
き
綾

の
御
衣

の
な
よ
な
よ
と

い
ひ
知
ら
ず
匂

へ
る
を
う

つ

し
着

て
、
身
を
、
は
た
、
え
か

へ
ぬ
も

の
な
れ
ば
、
似

つ
か
は
し
か

ら
ぬ
袖

の
香
を
人
ご
と

に
咎
め
ら
れ
、
め

で
ら
る
る
な
む
、
な
か
な

か
と

こ
ろ
せ
か
り
け
る
。
心

に
ま
か
せ

て
身
を
や
す
く
も
ふ

る
ま

は

れ
ず
、

い
と
む
く

つ
け
き
ま

で
人

の
お
ど

ろ
く
匂

ひ
を
失

ひ
て
ば

や

と
思

へ
ど
、
と

こ
ろ
せ
き
人

の
御
移

り
香

に
て
、
え
も
濯
ぎ
棄

て
ぬ

ぞ
、
あ

ま
り
な
る
や
。

(
醜
頁
)

「移

り
香
」

は

『
源
氏
物
語
』

の
全
十
五
例
中

三
分

の
二
の
十
例
が
宇

治
十
帖

に
使

わ
れ
て
お
り
、

や
は
り
宇
治
十
帖

の
キ
ー

ワ
ー
ド
と
考

え
ら

れ

て
い
る
。

し
か
も
薫

の
八
例
を
筆
頭

に
匂
宮

(
三
例
)
・
源
氏

(
二
例
)

と
三
人

の
男
性

に
限
定

的
に
用
い
ら
れ

て
い
る
の

で
あ
る
。

つ
ま
り

『
源

氏
物

語
』

で
は
女
性

の
移
り
香
は
問
題

に
さ
れ

て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
男
性

の
移
り
香
が
女
性

に
付
着

・
感
染
す
る

こ
と
が
重
要
な

の
で
あ
る
。

こ
こ
は
薫

の
移
り
香

に
染
み
た
衣
装
か
ら
あ
ま
り

に
も

い
い
香
り
が
す

る
も

の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
貰

っ
て
着
た
宿
直
人
が
、
会
う
人
ご
と

に
咎
め

ら
れ
た
り
褒
め
ら
れ
た
り
し

て
、
窮
屈
な
思

い
を
す
る

こ
と
が
滑
稽

に
記

さ
れ

て
い
る
。
薫

の
芳
香

は
残
香
性
も
異
常

に
強

い
よ
う

で
あ

る
。
た
だ

し

こ
の
香

り
が
薫

の
移

り
香
だ
と
わ
か

る
人

は
こ
こ
に
い
そ
う
も
な

い
。

五
〇

ど
う
も
薫

の
香

り
は
強

烈
な
割

に
は
個
性

と
い
う
か
独
自
性

が
薄

い
よ
う

で
あ
る
。

こ
れ
な
ど
か
な
り
戯

画
的
な
展
開

で
あ
る
が
、
し
か
し
必
ず
し
も
身

分

不
相
応
故

の
顛
末
と

い
う
だ
け

で
は
あ
る
ま

い
。
薫

の
衣
装
を
纏

っ
た

こ

の
宿
直
人
は
、
実
は
薫

の
分
身

(
パ

ロ
デ
ィ
)
と
し

て
も
読
め
る
か
ら

で

あ

る
。
要
す
る

に
薫

の
日
常
も

こ
の
宿
直
人

の
繰
り
返
し
だ

っ
た

こ
と
が

こ
こ
か
ら
察
せ
ら
れ

る
。

六

以
上
、
橋
姫
巻

の
垣
間
見
を
詳
細

に
分
析

し
て
き

た
。

ま
ず

そ
の
時
間

が
暁
方

と
い
う
特
殊

な
時
間
帯

で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
。

そ
の
上

で
視

覚
的

に
、
有

明
の
月

と
夜
霧

が
動
的

に
垣
間
見

の
効

果
を

あ
げ

て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
聴
覚

の
役
割

と
し

て
は
、
遠

く
か
ら
聞
こ
え
て
き

た
琴

の
音
が
薫
を
姫
君

の
元

へ
誘

っ
て
い
る

こ
と
、
垣
間
見
場

面

で
は
姫

君

の
会
話
が
薫

の
興
味
を
惹

い
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。
さ
ら

に

嗅
覚

の
役
割
と
し

て
、
垣
間
見

て
い
る
薫

の
香
り
が
姫
君
達

の
と

こ
ろ
ま

で
香

っ
て
お
り
、

そ
れ

に
気
付
け
ば
垣
間
見
は
未
然

に
防
げ
た

こ
と
を
論

じ
た
。

薫

の
身
か
ら
発
せ
ら
れ

る

「
か
う
ば
し

い
」
芳
香

は
、
プ

ラ
ス
に
も

マ



イ

ナ
ス
に
も
作
用
し

て
い
る
。
薫
は
そ

の
香
り
が
存
在
証
明

に
な

っ
て
い

る

の
で
、

こ

っ
そ
り
垣
間
見
る

こ
と
も

で
き

に
く

い
人
物
だ

っ
た
。
し
か

も
宿
直

人
は
、
薫

の
衣
装
を
纏

っ
た
だ
け

で
薫

の
分
身
に
な
れ
る

こ
と
も

明
ら
か
に
な

っ
た
。

そ

の
薫
が
最
も
垣

間
見
る
人
物

と
な

っ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、

必
然

的

に
垣

間
見
ら
れ
る
側

の
嗅
覚
能

力
が
試
さ
れ

て
い
る
こ
と

に
な
る
。

そ

の
意
味

で
は
、
宇
治
十
帖

の
ヒ

ロ
イ

ン
達

は
案
外
鼻

が
効

か
な
い

こ
と
に

な
る
。

ま
た
薫

の
香

り
に

つ
い
て
も
、

旦
ハ体
的

に
ど

の
よ
う
に
い
い
の
か

は
説

明
さ
れ

て
い
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
匂
宮

と

の
香

り
競
争

あ
る
い
は
匂

宮

の
薫
模
倣

が
、
宇
治
十
帖

の
物

語
展

開
の
重
要

な
要
素

と
な
り
う
る
の

で
あ

ろ
う
。

〔注

〕

(
1
)

吉
海

「
「垣
間
見
」

る
薫
」

『垣

間
見

る
源

氏
物
語
』

(笠
間
書
院

)
平

成

二
十
年
七
月

(
2
)

こ
の
こ
と

は
平
成

二
十
年
九
月
十

四
日
に
卯
立

の
工
芸
館

(越
前
市
)

で
開
催
さ
れ
た
記
念
講
演
会

で
、
「
『源
氏
物
語
』
若
紫
巻

の

「雀
」
を

読
む
」
と
題
し

て
講
演
し
た
。

(
3
)
姫
君

達

の
演
奏

に
関

し

て
は
、
僧
都

が
冷
泉

院

に
八

の
宮

の
こ
と
を

語

っ
た
際

に
、
「
こ
の
姫
君

た
ち
の
琴
弾

き
合
は
せ
て
遊

び
た
ま

へ
る
、

『
源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
の
垣
間
見
を
読
む

川
波
に
競
ひ

て
聞

こ
え
は

べ
る
は
、
い
と
お
も
し
ろ
く
、
極
楽
思
ひ
や

ら
れ
は

べ
る
や
」

(橋
姫
巻
鵬
頁
)

と
知

ら
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
ま

で
封
印

(延
引
)
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

(4
)

例
え
ば
至
文
堂

の

『源

氏
物

語
の
鑑
賞

と
基
礎
知
識
④
橋
姫
巻
』

で
は
、

「『
岷
江
入
楚
』

に

「簾

を
高

く
捲

た
る
な
る
べ
し
ま
き
の
こ
し
た
る
上

の
方

の
短

き
な
る
べ
し
」

が
正
し
い
解
釈
で
あ
ろ
う
」

(
血
頁
)

と
記

さ
れ

て
い
る
。
国
宝
絵

巻

の
詞

書

に
は

「す

だ
れ

す

こ
し

ま
き
あ
げ

て
」

と
あ
り
、

や
は
り
低

い
方

の
解
釈
を
取

っ
て
い
る
。

(5
)

「
萎
え
ば
む
」

は

『源
氏
物
語
』

の
全

用
例
九
例
中
七
例

が
宇
治
十
帖

に
、

し
か
も

そ

の
う
ち

の
三

例
が
橋

姫
巻

に
集
中

し

て
い
る

の

で
、

キ
ー
ワ
ー
ド
と
見

た
い
。

そ

の
他

「
萎
ゆ
」

八
例
、

「
う
ち
萎
ゆ
」

一

例

が
あ

る
。

「
な
え
ら
か
」

は

「な
よ
よ
か
」

に
近
接
し
た
も

の
で
、

『
枕
草
子
』

に
五
例
、
『蜻
蛉

日
記
』

に

一
例
見

ら
れ

る
。

(
6
)
余
談

だ
が
、
宇

治

の
源
氏

物
語

ミ

ュ
ー
ジ

ア
ム
の
展
示

で
も
、

コ

ン

ピ

ュ
ー
タ
ー
制
御

に
よ

っ
て
月
を
映
し
だ
し
た

り
隠
し
た
り
し

て
い
る

が
、

そ
の
動
き

に
気
が

つ
く
人

は
少
な

い
。

(
7
)

清
水
婦
久
子
氏

『
源
氏
物
語
版
本

の
研
究
』

(和
泉
書
院
)

平
成
十
五

年
三
月
参
照
。

(
8
)
吉
海

「「手
ま
さ
ぐ
り
」
攷
」
『
源
氏
物
語
の
新
考
察

ー

人
物
と
表

現
の
虚
実

』
(
お
う
ふ
う
)
平
成
十
五
年
十
月

(9
)

上
坂
信
男
氏

「小
野
の
霧

・
宇
治
の
霧
」

『
源
氏
物
語

1

そ
の
心

象
序
説

』
(笠
間
選
書
)
昭
和
四
十
九
年
五
月

五

一



『源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
の
垣
間
見
を
読
む

(10
)
吉
海

「「か

う
ば
し
」
考
」
『
垣
間
見
る
源
氏
物
語
』
(笠
間
書
院
)

(11
)

三
谷
邦
明
氏

『
源
氏
物

語
絵
巻

の
謎

を
読

み
解
く
』

(角
川
選
書
)

平

成
十
年
十
二
月

(
12
)
帰
京
後
も

「宿
直
人
が
寒
げ

に
て
さ
ま
よ

ひ
し
な
ど
あ
は
れ

に
思
し
や

り

て
、

大

き
な
る
桧
破
子
や
う

の
も

の
あ
ま
た
せ
さ
せ
た
ま
ふ
」

(捌

頁
)
と
薫
は
宿
直
人

に
食

べ
物
を
届
け

て
い
る
。

こ
れ
は
単
な
る
同
情

や
親
切
心

で
は
な
く
、
宿
直
人
を
懐
柔
し

て
味
方

に
付
け
よ
う
と
し

て

い
る

の
で
あ

ろ
う
。

(
13
)

こ
の
薫

の
芳
香

に

つ
い
て
助
川
幸
逸
郎
氏
は
、
愛
欲

に
関
わ

る
と

そ
の

体
臭
が
よ

り
強
烈

に
な

る
と
言
わ
れ

て
い
る

(「
薫

の

〈か
を
り
〉

を

め
ぐ

っ
て
」

中
古
文
学
論
攷

一
三

・
平
成
四
年
十
二
月
)。

こ
の
場
面

五
二

か
ら
薫
の
愛
欲
を
読
み
取
る
の
は
困
難
だ
が
、
逆
に
芳
香
の
高
ま
り
か

ら
薫
の
内
な
る
性
的
興
奮
状
態
を
読
む
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

(14
)
三
田
村
雅
子
氏

「方
法
と
し
て
の

〈香
>
i

移
り
香
の
宇
治
十
帖

」
『源
氏
物
語
感
覚
の
論
理
』
(有
精
堂
)
平
成
八
年
三
月
、
吉
海

「「
移
り
香
」
と
夕
顔
」
『
源
氏
物
語
の
新
考
察

人
物
と
表
現
の

虚
実
1

』
(お
う
ふ
う
)
平
成
十
五
年
十
月
参
照
。

(
15
)
薫

の
香
り
が
感
染
す
る

こ
と

に

つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
十

一
月
八

日

に
行
わ
れ
た
日
本
文
学
風
土
学
会

で

「嗅
覚

の

『
源
氏
物
語
』
1

感
染

す
る
薫

の
香

り

」
と

い
う
題

で
講
演

し
、
日
本
文
学

風
土

学
会
紀
事

33

(平
成

二
十

一
年
三
月
)

に
掲
載
し
た
。


