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紹

介
片
岡
利
博
著
『
異
文
の
愉
悦

狭
衣
物
語
本
文
研
究
』

瓦

井

裕

子

『
狭
衣
物
語
』
の
諸
本
の
多
さ
と
甚
だ
し
い
異
同
は
、
狭
衣
研
究
に
お
い

て
あ
ま
り
に
も
大
き
な
壁
で
あ
り
続
け
た
。
現
在
の
狭
衣
研
究
は
、
深
川
本

を
最
善
本
と
し
、
他
の
お
び
た
だ
し
い
異
同
を
一
旦
措
く
こ
と
で
、
新
た
な

段
階
に
進
も
う
と
し
て
い
る
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
研
究
の
在
り
方
に
鋭
い

批
判
を
加
え
、『
狭
衣
物
語
』
本
文
の
問
題
に
真
っ
向
か
ら
挑
む
も
の
で
あ

る
。本

書
を
貫
く
の
は
、
最
善
本
を
盲
信
す
る
昨
今
の
研
究
へ
の
危
機
感
、
そ

し
て
最
善
本
の
出
現
に
よ
っ
て
切
り
捨
て
ら
れ
て
き
た
諸
本
が
持
つ
豊
か
な

可
能
性
へ
の
提
言
で
あ
る
。
著
者
の
問
題
意
識
は
以
下
に
端
的
に
表
れ
て
い

る
。

し
か
し
、
こ
の
際
、
あ
え
て
い
お
う
。
源
氏
物
語
の
本
文
の
問
題
は
ど

の
よ
う
に
か
た
づ
い
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
？
現
在
の
、
大
島
本
一

辺
倒
の
源
氏
研
究
が
、
ほ
ん
と
う
に
、
あ
る
べ
き
研
究
の
方
向
な
の
で

あ
ろ
う
か
？
そ
の
よ
う
な
源
氏
研
究
の
あ
と
を
、
狭
衣
研
究
も
追
わ
ね

ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
（
略
）
物
語
の
本
文
の
問
題
を
真
剣
に
考

え
て
い
こ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
豊
富
な
資
料
が
研
究
上
マ

イ
ナ
ス
条
件
に
な
ど
な
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。（
略
）
源
氏
研
究

の
方
法
を
規
範
に
し
よ
う
と
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
源
氏
研
究
が
し
て
こ

な
か
っ
た
（
あ
る
い
は
、
し
よ
う
と
し
て
も
な
し
え
な
か
っ
た
）
研
究

が
、
狭
衣
物
語
の
場
合
に
は
で
き
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。（
第

二
章
よ
り
）

研
究
者
を
ひ
る
ま
せ
る
『
狭
衣
物
語
』
の
本
文
異
同
は
、
著
者
に
と
っ
て

無
限
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
本
書
は
平
安
文
学
を
研
究
す
る
者
に
対
し
、

本
文
の
問
題
を
自
ら
の
研
究
に
ど
う
位
置
付
け
る
か
、
と
い
う
根
本
的
な
課

題
を
実
践
的
に
示
す
役
割
も
担
っ
て
い
る
。
本
文
研
究
を
直
接
の
研
究
課
題

と
し
な
い
者
に
と
っ
て
も
、
非
常
に
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

以
下
に
、
本
書
の
概
略
を
記
す
。

第
一
章
「
狭
衣
物
語
諸
本
の
分
類
と
系
統
」
で
は
、
本
文
系
統
の
研
究
史

お
よ
び
そ
の
問
題
点
を
整
理
す
る
。

第
二
章
「
文
学
研
究
と
本
文
批
評
」
で
は
、
諸
本
の
相
互
関
係
を
論
じ
て
、

文
芸
論
的
価
値
判
断
の
脆
弱
性
を
説
く
。
他
人
任
せ
の
本
文
批
評
を
批
判
し
、

研
究
者
そ
れ
ぞ
れ
が
各
人
の
テ
キ
ス
ト
を
作
り
上
げ
て
い
く
べ
き
だ
と
主
張

す
る
。

第
三
章
「
深
川
本
狭
衣
物
語
本
文
批
判
」
で
は
、
原
態
を
留
め
る
と
さ
れ

て
き
た
深
川
本
が
、
実
は
混
態
本
文
で
あ
る
こ
と
の
論
証
を
展
開
す
る
。
深

川
本
支
持
の
基
盤
と
な
っ
て
き
た
文
芸
論
的
価
値
判
断
が
、
い
か
に
非
学
問

的
で
あ
り
、
物
語
書
写
と
い
う
行
為
の
実
態
と
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
の
か

を
示
し
、
第
七
章
へ
の
布
石
と
す
る
。

第
四
章
「
狭
衣
物
語
巻
一
「
東
下
り
」
の
異
文
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
東
下

り
を
め
ぐ
る
叙
述
の
矛
盾
を
扱
う
。
諸
本
間
で
ス
ト
ー
リ
ー
が
異
な
る
こ
と

を
示
し
、
深
川
本
系
独
自
異
文
に
対
し
て
、
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
を
提
示

す
る
。
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第
五
章
「
狭
衣
物
語
巻
三
系
統
論
存
疑
」
お
よ
び
第
六
章
「
狭
衣
物
語
巻

四
系
統
論
存
疑
」
は
、
慈
鎮
本
と
九
大
細
川
本
を
本
文
研
究
の
俎
上
に
載
せ

る
こ
と
で
、
本
文
を
二
系
統
お
よ
び
そ
の
混
態
本
に
整
理
し
、
従
来
の
系
統

論
に
対
し
て
根
本
的
な
再
検
討
を
促
す
。

第
七
章
「
狭
衣
物
語
諸
本
の
本
文
分
析
」
で
は
、
本
文
異
同
の
激
し
い
九

箇
所
に
つ
い
て
、
諸
本
の
相
互
関
係
を
論
じ
る
。
第
五
・
六
章
で
提
唱
し
た

諸
本
の
二
系
統
お
よ
び
そ
の
混
態
本
へ
の
分
類
を
改
め
て
確
認
し
、
さ
ら
に

物
語
書
写
と
い
う
行
為
が
い
か
に
書
写
者
の
解
釈
を
反
映
し
な
が
ら
新
た
な

本
文
を
生
成
し
て
い
く
か
を
説
い
て
い
る
。

第
八
章
「
引
用
論
と
本
文
異
同
」
で
は
、
校
訂
本
に
よ
る
引
用
論
の
危
険

性
を
示
す
。
引
用
す
る
側
・
さ
れ
る
側
の
本
文
の
成
立
時
期
の
問
題
を
視
野

に
入
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
き
、
引
用
が
諸
本
成
立
時
期
や
流
布
状
況
を

考
察
す
る
際
に
大
き
な
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

第
九
章
「
源
氏
物
語
研
究
へ
の
提
言
」
で
は
、『
狭
衣
物
語
』
が
持
つ
多

様
な
異
文
の
在
り
方
こ
そ
が
平
安
時
代
に
お
け
る
物
語
享
受
の
実
態
で
あ
る

と
い
う
考
え
に
立
脚
し
、
最
善
本
の
み
に
依
拠
し
た
源
氏
研
究
に
対
し
て
警

鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

本
書
の
主
眼
は
、
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
通
り
『
狭
衣
物
語
』
の
本
文
研
究

に
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
態
は
、
本
文
研
究
を
各
自
が
行
う
こ

と
で
拓
か
れ
る
解
釈
の
豊
か
な
可
能
性
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
八

章
・
第
九
章
は
、
ま
さ
に
そ
の
実
践
的
な
例
示
で
あ
り
、
第
七
章
ま
で
の
本

文
研
究
の
問
題
と
併
せ
て
、
平
安
文
学
の
研
究
者
が
踏
ま
え
な
く
て
は
い
け

な
い
問
題
を
見
事
に
現
前
さ
せ
て
い
る
。
著
者
の
膨
大
な
調
査
量
と
的
確
な

解
釈
に
敬
意
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
三
年
十
月
、
三
五
四
頁
、
九
，
五
〇
〇
円
）

（
か
わ
ら
い
・
ゆ
う
こ

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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