
『
狭
衣
物
語
』
は
、
平
安
時
代
の
作
り
物
語
の
中
で
は
、『
源
氏
物
語
』
と

並
ぶ
ほ
ど
よ
く
出
来
た
、
面
白
い
作
品
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま

で
一
度
も
文
庫
化
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
作
家
に
よ
る
現
代
語
訳
や
マ
ン
ガ

も
存
在
し
ま
せ
ん
。『
狭
衣
』
が
、
一
般
に
ほ
と
ん
ど
流
布
し
て
い
な
い
の

は
、
実
に
残
念
な
こ
と
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
研
究
者
に
よ
る
啓
蒙

活
動
が
不
足
し
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
？

先
行
の
和
歌
や
漢
詩
を
知
ら

な
い
と
理
解
で
き
な
い
文
章
が
多
い
か
ら
で
し
ょ
う
か
？

写
本
に
よ
っ
て

本
文
が
大
き
く
異
な
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
？

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、『
狭
衣
』
は
、
平
安
・
鎌
倉
・
南
北
朝
・
室
町
・
江
戸
時
代
を

通
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
読
ま
れ
、
さ
ま
ざ
ま
に
受
け
継
が
れ
て
来
ま
し
た
。

多
く
の
写
本
が
作
ら
れ
、
絵
画
化
さ
れ
、
和
歌
を
詠
む
際
の
参
考
書
に
さ

れ
、
注
釈
書
が
作
ら
れ
、
お
伽
草
子
に
さ
れ
、
能
に
さ
れ
、
版
本
が
刊
行
さ

れ
…
…
、
と
い
っ
た
ご
と
く
、『
伊
勢
物
語
』『
源
氏
物
語
』
に
次
い
で
重
要

視
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
現
代
人
が
知
る
『
竹
取
物
語
』
や
『
と
り
か
へ

ば
や
物
語
』
な
ど
よ
り
、
遙
か
に
深
く
読
ま
れ
、
遙
か
に
広
く
流
布
し
て
い

た
よ
う
で
す
。

そ
ん
な
『
狭
衣
』
を
取
り
上
げ
、
そ
の
�
受
け
入
れ
ら
れ
方
の
種
々
相
�

を
辿
っ
た
の
が
、
須
藤
圭
氏
の
『
狭
衣
物
語

受
容
の
研
究
』
で
す
（
新
典

社
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
刊
）。
本
書
の
柱
は
、『
狭
衣
』
の
、
①
歌
集

②

注
釈

③
本
文

の
三
つ
で
す
。

▼《
第
一
章

狭
衣
物
語
歌
集
の
諸
相
》
で
は
、『
狭
衣
』
の
中
の
和
歌
を
抜

き
出
し
て
作
ら
れ
た
�
狭
衣
歌
集
�
を
考
察
し
て
い
ま
す
。

「
第
一
節

狭
衣
物
語
歌
集
の
成
立
と
展
開
」
は
、『
明
月
記
』『
順
徳
院

御
記
』
な
ど
諸
資
料
を
も
と
に
、
鎌
倉
時
代
、『
狭
衣
』
の
和
歌
を
抜
き
出

し
編
纂
す
る
営
み
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

「
狭
衣
物
語
の
「
歌
書
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
、
源
氏
物
語
の
和
歌
を
超

越
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
評
価
を
含
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」（
五
一
頁
）
と

あ
る
の
は
、
筆
が
滑
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
歌
人
た
ち
が
重
視
し
た
「
物

語
」
と
し
て
は
、
ま
ず
『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』
そ
し
て
『
源
氏
物
語
』

が
あ
り
、
そ
の
次
に
『
狭
衣
』
…
…
と
い
う
把
握
を
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た

か
、
と
思
う
所
で
す
。

「
第
二
節
『
類
句
和
歌
』
の
狭
衣
物
語
所
収
歌
」
は
、
前
半
で
、『
類
句

〔
書
評
〕

須
藤
圭
著
『
狭
衣
物
語

受
容
の
研
究
』
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和
歌
集
』（
勅
撰
和
歌
集
や
物
語
か
ら
和
歌
を
抜
き
出
し
イ
ロ
ハ
順
に
並
べ

た
も
の
）
を
概
説
し
、
後
半
で
、
三
条
西
実
隆
の
『
狭
衣
』
享
受
の
様
相
を

辿
っ
て
い
ま
す
。
三
条
西
実
隆
は
、【
Ａ
】『
狭
衣
』
の
本
文
校
合
を
行
い
、

【
Ｂ
】
写
本
を
作
成
し
、【
Ｃ
】
謡
曲
『
狭
衣
』
を
作
り
、【
Ｄ
】『
類
句
和
歌

集
』
の
書
写
・
作
成
に
か
か
わ
り
ま
し
た
が
、
し
か
し
、【
Ｄ
】
と
【
Ｂ
】

【
Ｃ
】
の
『
狭
衣
』
本
文
を
比
較
す
る
と
、
ピ
タ
リ
と
合
致
せ
ず
、
接
点
が

見
出
さ
れ
な
い
、
と
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
論
の
後
半
は
、
錯
雑
と
し

て
い
ま
す
。『
類
句
和
歌
集
』
の
問
題
を
、
何
と
か
『
狭
衣
』
諸
本
の
本
文

異
同
の
問
題
に
結
び
つ
け
よ
う
と
苦
労
し
た
と
目
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
タ
イ

ト
ル
は
、「『
類
句
和
歌
』
所
収
の
狭
衣
物
語
歌
」
と
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

「
第
三
節

伝
尊
鎮
法
親
王
筆
『
さ
こ
ろ
も
の
哥
』」
は
、
青
山
会
文
庫
と

河
野
美
術
館
が
蔵
す
る
�
狭
衣
歌
集
�
を
紹
介
し
、
通
行
の
解
釈
と
は
異
な

る
読
み
が
な
さ
れ
て
い
た
と
説
い
て
い
ま
す
。

「
第
四
節

鷹
司
信
房
筆
『
さ
こ
ろ
も
の
哥
き
ゝ
書
』」
は
、
宮
内
庁
書
陵

部
が
蔵
す
る
�
狭
衣
歌
集
�
を
紹
介
し
、
通
行
の
解
釈
と
は
異
な
る
読
み
が

な
さ
れ
て
い
た
と
説
い
て
い
ま
す
。

「
第
五
節

近
衞
信
尹
外
題
筆
『
さ
衣
之
集
謌
』」
は
、
陽
明
文
庫
が
蔵
す

る
�
狭
衣
歌
集
�
を
紹
介
し
、
連
歌
師
た
ち
の
間
で
成
っ
た
『
狭
衣
』
本
文

と
の
関
係
性
を
説
い
て
い
ま
す
。

「
第
六
節
『
古
今
類
句
』
の
狭
衣
物
語
所
収
歌
」
は
、『
古
今
類
句
』（
勅

撰
和
歌
集
や
物
語
か
ら
和
歌
を
抜
き
出
し
イ
ロ
ハ
順
に
並
べ
た
も
の
）
を
概

説
し
、
そ
の
本
文
が
、
現
存
『
狭
衣
』
諸
本
の
う
ち
伝
為
明
本
に
近
い
こ
と

を
説
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
飛
鳥
井
雅
章
が
そ
こ
に
関
わ
っ
た
と
想
定
し

て
い
ま
す
。
な
お
、
タ
イ
ト
ル
は
、「『
古
今
類
句
』
所
収
の
狭
衣
物
語
歌
」

と
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

▼《
第
二
章

狭
衣
物
語
注
釈
の
諸
相
》
で
は
、『
狭
衣
』
の
注
釈
書
を
考
察

し
て
い
ま
す
。

「
第
一
節
『
狭
衣
三
箇
秘
訣
切
紙
』
の
方
法
」
は
、
江
戸
時
代
、
松
永
貞

徳
の
周
辺
で
伝
授
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
い
『
狭
衣
三
箇
秘
訣
切
紙
』
を
紹
介
す

る
論
稿
で
す
。『
源
氏
物
語
』
を
法
華
経
に
、『
狭
衣
』
を
涅
槃
経
に
な
ぞ
ら

え
る
記
述
が
見
ら
れ
、
驚
か
さ
れ
ま
す
。
論
の
後
半
は
、『
狭
衣
』
に
お
け

る
涅
槃
経
の
問
題
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
し
ま
っ
て
い
て
残
念
で
す
。『
狭
衣
三

箇
秘
訣
切
紙
』
が
ど
う
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
成
っ
た
テ
ク
ス
ト
な
の
か
、
ど

う
し
て
こ
の
よ
う
な
不
思
議
な
テ
ク
ス
ト
を
必
要
と
し
た
か
、
と
い
う
問
題

に
切
り
込
ん
で
ほ
し
か
っ
た
、
と
思
い
ま
し
た
。

「
第
二
節

切
臨
の
解
釈
一
面
」
は
、
承
応
三
年
版
本
『
狭
衣
』
の
傍
注

に
着
目
す
る
論
稿
で
す
。
版
本
傍
注
と
版
本
下
紐
が
、「
よ
そ
な
が
ら
…
…
」

歌
の
詠
み
手
を
、
宰
相
中
将
妹
君
で
は
な
く
狭
衣
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
こ

と
を
問
題
に
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
一
つ
の
「
読
み
」
で
あ
っ
た

と
説
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
頷
け
る
と
し
て
も
、
た
だ
、
タ
イ
ト
ル
を
「
切

臨
の
解
釈
」
と
し
て
よ
か
っ
た
の
か
ど
う
か
、
疑
問
が
残
り
ま
し
た
。

▼《
第
三
章

狭
衣
物
語
本
文
の
諸
相
》
で
は
、『
狭
衣
』
の
写
本
・
版
本
を

取
り
上
げ
、
そ
の
本
文
を
考
察
し
て
い
ま
す
。

「
第
一
節

京
都
大
学
文
学
研
究
科
蔵
『
さ
こ
ろ
も
』
の
和
歌
の
異
文
と

空
間
」
は
、
京
大
五
冊
本
『
狭
衣
』
に
見
え
る
「
む
か
い
の
岡
」
と
い
う
表

現
を
論
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
一
品
宮
を
想
起
さ
せ
」
さ
ら
に
「
宰
相
中

五
四



将
妹
君
も
思
い
起
す
叙
述
」
だ
と
言
い
ま
す
。
た
だ
、「
む
か
い
の
岡
に
か

り
せ
し
や
君
」
と
い
う
和
歌
中
、
ど
う
し
て
「
岡
」
を
或
る
人
物
の
譬
喩
と

考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
第
二
節

巻
四
飛
鳥
井
女
君
詠
二
首
の
異
文
」
は
、『
狭
衣
』
巻
四
の
或

る
場
面
に
着
目
し
、
諸
本
間
で
、
二
首
の
和
歌
が
逆
順
に
な
っ
て
い
た
り
、

二
首
と
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
猪
苗
代
兼
寿
や
里
村
紹
巴
が
、
そ
の
二
首
を
欠
く
本
文
を
そ

の
ま
ま
摂
取
し
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
、
熟

考
さ
れ
た
末
の
判
断
だ
っ
た
の
か
否
か
、
疑
問
な
し
と
し
ま
せ
ん
。
そ
れ

は
、『
狭
衣
』
の
問
題
で
は
、
も
は
や
、
あ
り
ま
せ
ん
。

「
第
三
節

狭
衣
物
語
古
筆
切
の
一
様
相
」
は
、
伝
阿
仏
尼
筆
の
『
狭
衣
』

の
断
簡
を
読
み
解
く
も
の
で
す
。
現
存
諸
本
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
本
文
が

鎌
倉
時
代
に
存
在
し
、
そ
れ
が
江
戸
時
代
の
版
本
の
本
文
に
近
い
傾
向
を
持

つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
本
書
で
唯
一
、『
狭
衣
』
の
物
語
本
文

そ
の
も
の
を
分
析
す
る
論
稿
で
す
。
今
後
こ
の
方
向
で
研
究
を
進
展
し
て
ほ

し
い
、
と
切
に
思
い
ま
し
た
。

＊

＊

＊

本
書
を
通
読
し
て
思
っ
た
こ
と
を
箇
条
書
き
に
し
ま
す
。

•
須
藤
氏
は
、�
狭
衣
歌
集
�
や
�
類
句
和
歌
集
�
を
調
査
し
、
そ
れ
ら
が

ど
の
よ
う
な
『
狭
衣
』
本
文
に
依
拠
し
た
か
を
ま
ず
調
査
す
る
の
で
す

が
、
結
局
、
い
つ
も
、「
こ
れ
」
と
い
う
特
定
の
一
本
に
は
辿
り
着
け
な

い
、
と
い
う
こ
と
を
私
は
知
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
須
藤
氏
は
、�
狭

衣
歌
集
�
を
作
っ
た
人
々
が
、『
狭
衣
』
を
読
み
込
み
、
他
と
は
異
な
る

ユ
ニ
ー
ク
な
解
釈
を
反
映
さ
せ
た
、
と
言
う
（
そ
し
て
、
そ
れ
を
「
受
容

の
一
端
」
と
言
う
）
の
で
す
が
、
過
剰
評
価
（
贔
屓
の
引
き
倒
し
）
で
は

な
い
か
、
と
思
い
ま
し
た
。

•
須
藤
氏
は
、『
狭
衣
』
の
和
歌
を
抜
き
出
し
て
収
め
た
作
品
を
複
数
紹
介

し
て
お
り
、
私
に
は
勉
強
に
な
り
ま
し
た
が
、『
狭
衣
』
の
問
題
だ
け
考

察
す
る
の
で
、
全
体
像
が
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
勅
撰
和
歌
集
の
享
受
、

『
伊
勢
物
語
』
の
享
受
、『
源
氏
物
語
』
の
享
受
が
あ
り
、
そ
の
傍
ら
に

『
狭
衣
』
の
享
受
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
い
っ
た
い
、
そ
れ
が
ど
の
く
ら
い

の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
を
占
め
て
い
る
の
か
示
し
て
ほ
し
い
、
と
思
い
ま
し

た
。『
伊
勢
物
語
』
摂
取
の
種
々
相
・『
源
氏
物
語
』
摂
取
の
種
々
相
と
、

性
質
を
同
じ
く
す
る
の
か
、
異
質
な
の
か
。
他
の
物
語
享
受
と
同
時
に
考

察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

•
須
藤
氏
が
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
、『
狭
衣
』
の
和
歌
ば
か
り
で
す
。

ど
う
し
て
、
地
の
文
・
発
話
文
・
心
内
文
の
異
文
（
あ
る
い
は
受
容
）
を

も
っ
と
分
析
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
木
を
見
て
森
を
見
ず
だ
、
と
思
い

ま
し
た
。

•
須
藤
氏
が
、『
狭
衣
』
そ
の
も
の
に
切
り
込
ん
だ
の
は
、
唯
一
、《
第
三

章
》
の
「
第
三
節

狭
衣
物
語
古
筆
切
の
一
様
相
」
だ
け
で
す
。
振
り
返

る
と
、
本
書
の
《
は
じ
め
に
》
で
は
、
研
究
の
目
的
が
、
次
の
よ
う
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

本
文
に
秘
め
ら
れ
た
文
脈
を
探
り
、
主
題
の
あ
ら
わ
れ
を
見
い
だ
す
こ

須
藤
圭
著
『
狭
衣
物
語

受
容
の
研
究
』
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と
や
、
構
想
や
構
造
、
記
述
の
巧
み
さ
を
論
じ
る
こ
と
で
な
く
、
時
代

ご
と
の
読
ま
れ
方
、
受
け
い
れ
ら
れ
方
の
諸
相
を
解
き
明
か
し
、
文
学

が
呼
び
起
こ
し
て
き
た
思
考
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
狭
衣
物
語
が

も
つ
文
芸
性
や
本
質
へ
と
迫
る
こ
と
に
あ
る
。（
二
一
頁
）

最
後
の
「
狭
衣
物
語
が
も
つ
文
芸
性
や
本
質
へ
と
迫
る
こ
と
」
に
は
、
ま

だ
到
達
で
き
て
い
な
い
よ
う
で
す
。『
伊
勢
物
語
』
研
究
然
り
、『
源
氏
物

語
』
研
究
然
り
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
研
究
然
り
、
享
受
史
研
究
は
、
歌
人

や
連
歌
師
や
国
学
者
の
研
究
に
な
り
こ
そ
す
れ
、
物
語
研
究
た
り
得
な
い
、

と
い
う
怖
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
本
文
か
絵
を
対
象
に
す
れ

ば
、
そ
の
危
険
を
回
避
で
き
る
だ
ろ
う
（
つ
ま
り
、
物
語
そ
の
も
の
の
研
究

に
な
る
だ
ろ
う
）、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

＊

＊

＊

ち
な
み
に
、
本
書
に
よ
っ
て
、
須
藤
氏
は
、
第
三
回
池
田
亀
鑑
賞
を
受
賞

さ
れ
ま
し
た
。
以
下
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。http

://w
w

w
.shintensha.

co.jp/sp/ikeda_kikan/aw
ard2013.htm

l

（
新
典
社

二
〇
一
三
年
一
〇
月
二
五
日
発
行

Ａ
５
判
四
〇
四
頁

本
体

価
格
一
一
五
〇
〇
円
）

（
か
と
う
・
ま
さ
よ
し

法
政
大
学
教
授
）

五
六


