
〆

伊
勢
物
語
及
び
源
氏
物
語
を
精
力
的
に
研
究
さ
れ
不
断
の
努
力
を
展
開
さ
‐

れ
て
い
る
森
本
茂
氏
が
、
こ
こ
に
大
著
「
伊
勢
物
語
全
釈
」
を
上
梓
さ
れ
た
。

先
年
公
刊
さ
れ
た
一
伊
勢
物
語
論
』
に
続
い
て
の
快
挙
で
あ
る
。

氏
の
研
究
方
法
は
一
言
双
句
で
表
現
で
き
る
程
度
に
浅
薄
な
も
の
で
は
な

い
が
、
い
う
な
ら
ば
、
物
語
文
学
の
杼
情
史
を
拡
く
把
握
し
、
文
芸
性
を
追

求
す
る
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
態
度
は
、
源
氏
物
語
の
杼
情
素

、
、

材
が
伊
勢
物
語
に
あ
る
と
い
う
態
度
で
常
に
考
究
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受

け
る
の
で
あ
る
。

伊
勢
物
語
の
研
究
史
は
、
今
日
、
目
に
触
れ
る
丈
で
も
中
古
期
に
は
じ
ま

っ
た
と
認
め
う
る
か
ら
、
想
像
以
上
に
長
い
訳
だ
が
、
そ
の
歴
史
の
長
い
割

に
は
物
語
文
学
の
杼
情
的
研
究
は
久
し
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
杼

情
性
の
研
究
は
、
そ
の
物
語
の
含
む
時
代
的
諸
相
や
生
活
の
背
景
と
も
大
き

く
影
響
し
あ
う
｝
」
と
必
定
で
あ
る
。
こ
の
様
相
は
単
に
そ
の
物
語
の
杼
情
性

を
生
成
・
改
変
さ
せ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
時
に
は
物
語
自
体
を
逆
に
改
変
さ

せ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
伊
勢
物
語
の
伝
本
や
、
源
氏
物
語
の
原
初

体
の
真
偽
に
断
を
下
し
得
な
い
今
日
の
学
界
の
状
態
を
み
て
も
、
そ
の
問
題

森
本
茂
著

、

『
伊
勢
物
語
全
釈
」

P

R

中
田
武
司

四
六

の
複
雑
性
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
数
多
く
あ
る
問

題
を
一
つ
一
つ
丹
念
に
解
き
ほ
ぐ
し
、
そ
の
時
代
的
背
景
は
勿
論
の
こ
と
、

文
献
学
的
に
も
多
く
の
問
題
を
含
む
個
所
を
明
確
に
論
述
し
、
伊
勢
物
語
の

真
髄
に
迫
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
こ
こ
で
紹
介
し
よ
う
と
す
る
森
本
氏

の
「
伊
勢
物
語
全
釈
」
な
の
で
あ
る
。

一
一

『
伊
勢
物
語
全
釈
」
と
い
う
著
名
が
示
す
よ
う
に
、
伊
勢
物
語
全
般
に
わ

た
っ
て
詳
細
に
注
解
が
な
さ
れ
て
い
る
。
汗
牛
充
棟
の
仰
諺
よ
ろ
し
く
伊
勢

物
語
注
釈
書
の
多
い
中
で
、
伊
勢
物
語
拾
穂
抄
（
季
吟
）
や
勢
語
臆
断
（
契

沖
）
の
研
究
を
俊
駕
す
る
著
作
と
い
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

こ
の
点
著
者
自
身
も
可
成
の
自
信
を
も
っ
て
世
に
問
う
、
と
い
っ
た
態
度
は
、

著
者
と
し
て
は
消
極
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
同
学
の
輩
と
し
て
は
本
著
の
こ

こ
そ
こ
で
、
教
導
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
に
頼
も
し
い
。
し
か
し
、
森

本
氏
の
態
度
は
多
に
し
て
願
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
著
者
自
身
が
古
注
釈

を
熟
読
し
、
不
可
解
な
点
は
自
己
の
足
で
歩
き
、
実
地
踏
査
の
上
で
実
証
し
、

論
証
し
た
内
容
が
こ
れ
を
明
示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
中
に
は
先
人
を
、
あ

る
い
は
古
注
を
重
ん
じ
、
新
説
を
否
む
と
い
う
方
法
の
あ
る
の
は
当
然
で
あ

ろ
う
。
従
っ
て
全
釈
が
研
究
で
あ
る
こ
と
言
を
俟
た
な
い
が
、
各
章
段
に
お

け
る
語
釈
一
つ
一
つ
が
実
に
級
密
に
論
述
展
開
さ
れ
て
い
る
。

い
か
な
る
論
文
と
い
え
ど
も
読
者
な
く
て
は
無
意
味
な
空
論
で
あ
る
。
し

か
る
に
こ
の
『
伊
勢
物
語
全
釈
一
一
の
語
釈
は
、
そ
れ
自
体
が
実
に
よ
く
纒
め

ら
れ
て
お
り
、
無
理
の
な
い
重
厚
な
論
考
で
い
て
、
し
か
も
、
近
世
の
注
釈
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I

研
究
が
要
点
的
に
紹
介
し
て
あ
り
読
み
や
す
い
文
章
だ
か
ら
、
い
わ
ば
、
伊

勢
物
語
注
釈
の
大
成
と
も
い
え
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

一
一
一

こ
の
『
伊
勢
物
語
全
釈
』
は
大
き
く
分
け
て
、
伊
勢
物
語
「
解
説
編
」
と

「
評
釈
編
」
の
二
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
以
下
順
を
追
っ
て
紹
介
す
る

ｊ

Ｊ

コ

ー

１
－

Ｊ

と
、
第
一
編
は
、
一
歌
物
語
二
言
名
三
作
者
四
成
立
五
内
容
六

ｊ

ｆ
引
く

に
刃
ｆ

Ｅ

に

伝
本
七
在
原
業
平
八
在
原
業
平
年
譜
九
参
考
文
献
等
の
九
項
か
ら
な

ｆ

ｆ

ｆ

っ
て
い
る
。
こ
の
第
一
編
は
著
者
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
序
説
的
に
纒
め
ら

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
内
容
も
評
釈
編
と
比
べ
る
と
頁
数
も
少
な

い
の
ば
止
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
に
妥
当
な
考
証
が
な

〕

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
欲
を
い
う
な
ら
ば
六
の
伝
本
中
に
現
存
本
の
中
で
最
古

Ｅ

の
姿
を
み
せ
る
「
建
仁
二
年
奥
書
害
本
（
寂
身
本
）
」
の
出
現
に
．
つ
い
て
触
れ

ら
れ
て
な
い
の
は
、
枚
数
の
関
係
か
ら
と
は
思
わ
れ
る
に
し
て
も
惜
し
ま
れ

』

る
点
で
あ
る
。
一
の
歌
物
語
と
い
う
中
で
は
歌
物
語
と
い
う
ジ
ャ
シ
ル
を
単

Ｅ

に
従
来
の
把
握
と
し
て
で
は
な
く
、
先
言
「
伊
勢
物
語
論
ｒ
－
で
詳
述
さ
れ
た

手
筆
で
と
ら
え
、
「
伊
勢
物
語
の
歌
物
語
性
」
と
し
て
考
究
す
る
と
い
っ
た

鋭
い
見
方
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
前
著
と
関
係
理
解
の
上
で
本
編
を

読
む
と
、
一
層
理
解
の
度
が
拡
が
る
内
容
で
あ
る
。
次
に
評
釈
編
に
つ
い
て

の
べ
て
み
る
。

四

ま
ず
評
釈
編
は
底
本
を
天
福
本
系
統
の
学
習
院
大
学
蔵
本
（
旧
三
条
西
家

『
伊
勢
物
語
全
釈
』

I

本
）
に
お
き
、
各
章
段
が
、
「
校
異
」
・
「
通
解
」
「
語
釈
」
「
余
説
」
「
評
」
と

い
う
順
序
に
論
考
論
述
さ
れ
て
い
る
。

「
校
異
」
は
塗
籠
御
本
（
伝
民
部
卿
局
御
筆
）
と
の
異
同
を
対
校
の
関
係

で
あ
げ
て
あ
る
。
本
文
研
究
と
い
う
立
場
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、
更
に
他
本

と
の
校
異
も
あ
る
い
は
必
要
と
な
る
が
、
こ
の
希
望
は
、
こ
れ
に
続
く
「
語

釈
」
が
十
分
に
カ
バ
ー
し
て
く
れ
る
か
ら
、
か
え
っ
て
本
著
の
方
法
の
方
が

校
異
は
煩
わ
し
く
な
く
て
理
解
し
易
い
。
次
の
「
通
解
」
は
語
釈
に
即
し
な

が
ら
丁
寧
に
通
解
が
施
し
て
あ
る
。
余
意
の
あ
る
と
こ
ろ
や
、
文
意
に
異
同

を
憶
測
さ
せ
危
倶
あ
る
個
所
に
は
、
括
孤
付
で
補
意
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
有
名
な
九
段
の
「
か
ら
ご
ろ
も
」
の
歌
の
場
合
に
は
、
、

「
馴
れ
し
た
し
ん
だ
妻
が
都
に
残
っ
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
、
（
こ
う
し

て
）
は
る
ば
る
と
や
っ
て
き
た
旅
を
し
み
じ
み
と
思
う
こ
と
よ
・
」

ふ
率

の
如
く
で
あ
り
、
ま
た
多
く
の
注
解
を
も
つ
同
じ
章
段
中
の
「
文
書
き
て
つ

く
」
に
関
し
て
は
、

（
づ
）

、
「
手
紙
を
書
い
て
こ
と
ず
け
る
。
（
手
紙
の
歌
は
次
の
よ
う
で
あ
る
）
」

の
如
く
に
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
一
見
当
然
の
余
意
で
あ
り
補
意
で
は
あ

る
が
、
こ
の
括
弧
内
の
意
は
文
構
成
上
か
ら
み
る
と
解
釈
の
本
文
外
の
内
容

で
あ
る
。
そ
う
か
と
い
っ
て
こ
れ
を
本
文
外
に
除
く
と
な
る
と
、
本
来
の
目

的
で
あ
る
情
趣
が
消
滅
し
て
し
ま
う
と
い
う
点
か
ら
、
学
者
の
中
で
は
多
く

論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
明
蜥
で
あ
る
こ
と
は
解
っ
て
い
て
も
、

い
ざ
と
な
る
と
勇
気
の
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
森
本
氏
の
学
問
に
対

す
る
態
度
が
表
わ
れ
て
お
り
、
従
来
の
通
解
を
数
歩
前
進
さ
せ
た
解
釈
で
あ

る
と
い
え
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
他
、
十
六
段
の
紀
有
常
に
関
す
る
性
格
表

四
七

〆

し ー
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現
の
個
所
と
し
て
、
従
来
問
題
の
あ
る
「
人
が
ら
は
心
う
つ
く
し
く
」
に
つ

い
て
、
森
本
氏
は
「
性
質
は
円
満
で
」
と
、
解
し
て
お
ら
れ
る
．
平
安
時
代

に
は
容
姿
が
可
愛
い
い
の
意
で
多
く
用
い
ら
れ
た
「
う
つ
く
し
」
は
、
歌
物

語
の
用
語
と
し
て
単
に
可
愛
い
い
の
意
味
で
は
な
く
、
「
心
の
清
ら
か
な
こ
‘

と
」
が
そ
の
底
流
の
思
想
だ
と
し
て
、
「
語
釈
」
欄
で
こ
れ
を
詳
細
に
述
、
へ
、

こ
の
結
果
、
「
通
解
」
で
前
記
の
如
く
に
表
出
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
一
度

伊
勢
物
語
の
解
釈
を
試
み
た
も
の
な
ら
ば
、
誰
し
も
出
逢
う
難
問
が
、
森
本

全
釈
で
は
見
事
に
整
理
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
難
問
も
た
ち
ど
こ
ろ
に
氷
解
す

る
の
観
が
あ
る
。
和
歌
と
地
文
と
の
脈
絡
も
明
確
で
か
つ
詳
し
い
。
た
と
え

ば
十
六
段
の
本
文
「
か
く
い
ひ
や
り
た
り
け
れ
ば
」
＋
「
こ
れ
や
こ
の
」
の
歌
、

更
に
、
「
よ
ろ
こ
び
に
た
へ
で
、
ま
た
」
＋
「
秋
や
く
る
」
の
歌
な
ど
の
関
係
は
、

「
こ
の
よ
う
に
歌
を
よ
ん
で
や
っ
た
と
こ
ろ
、
．
（
有
常
は
次
の
歌
を
よ
こ

し
た
）
＋
歌
の
解
釈
」

更
に
後
者
は
、

「
有
常
は
喜
び
に
堪
え
ら
れ
な
い
で
、
ま
た
、
（
次
の
歌
を
や
っ
た
）
＋

歌
の
解
釈
」

と
い
う
如
く
に
で
あ
る
。

従
来
の
注
解
に
は
、
短
か
い
地
文
十
和
歌
を
素
材
と
す
る
伊
勢
物
語
の
原

型
を
理
解
す
る
時
に
、
こ
の
肝
心
な
追
求
が
不
十
分
で
あ
る
も
の
が
多
か
っ

た
。
こ
れ
を
森
本
氏
も
痛
感
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
結
果
と

し
て
こ
の
「
通
解
」
に
詳
述
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
通

解
」
は
原
文
に
忠
実
で
、
か
つ
文
法
的
に
口
語
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
当
然

な
が
ら
、
歌
物
語
の
展
開
と
い
う
一
三
ア
ン
ス
を
十
分
醸
し
出
す
考
慮
が
は

’
Ｆ
亀
口
ぞ

ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
次
は
「
語
釈
」
で
あ
る
。

、
、

「
語
釈
」
に
は
愚
見
抄
（
兼
良
）
以
来
の
旧
注
と
勢
語
臆
断
（
契
沖
）
や

、
、

伊
勢
物
語
古
意
（
真
淵
）
、
伊
勢
物
語
新
釈
（
高
尚
）
な
ど
の
新
注
を
多
く
参

照
し
、
特
に
従
来
解
釈
上
に
異
説
の
あ
る
個
所
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
詳
細
に

論
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
そ
の
異
同
の
程
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
古
注
の
中
で
、

森
本
氏
が
特
に
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
近
世
期
の
注
釈
害
で
あ
る
。
近
世
期

の
注
釈
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
反
面
、
旧
注
無
視
で
は
な
い
。
所
々
に

「
知
顕
抄
に
よ
れ
ば
」
云
女
の
表
現
を
み
る
如
く
に
、
そ
の
注
釈
史
の
価
っ

て
来
た
る
べ
き
古
注
を
尊
重
す
る
と
い
う
森
本
氏
の
学
風
な
の
で
あ
る
。
一

般
に
「
語
釈
」
と
い
う
仕
事
は
一
朝
一
夕
に
は
で
き
な
い
。
ま
し
て
や
氏
の

全
釈
に
み
る
内
容
に
お
い
て
を
や
で
あ
る
。
旧
注
・
新
注
、
更
に
は
三
代
実

録
・
続
日
本
紀
や
池
亭
記
の
類
に
お
よ
ぶ
正
史
や
記
録
を
傍
証
と
．
し
つ
つ
、

「
語
釈
」
－
伊
勢
物
語
作
者
の
意
識
追
求
Ｉ
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語

文
学
の
源
泉
や
享
受
・
文
芸
性
を
展
開
し
た
一
編
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
中
に
は
現
代
の
伊
勢
物
語
関
係
の
論
文
も
多
く
参

照
さ
れ
て
い
る
。
更
に
こ
の
「
語
釈
」
が
本
著
を
手
に
す
る
読
者
に
欣
喜
を

与
え
る
の
は
、
数
多
く
挿
入
さ
れ
て
い
る
新
鮮
な
写
真
版
で
あ
り
図
説
で
あ

る
。
写
真
の
一
枚
一
枚
は
森
本
氏
自
身
が
実
地
踏
査
の
上
で
撮
影
さ
れ
た
貴

重
な
資
料
な
の
で
あ
る
。
氏
の
既
刊
書
『
源
氏
物
語
の
風
土
」
（
二
巻
）
の
美

麗
さ
と
似
て
、
写
真
と
関
連
し
て
語
釈
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
伊
勢
物

語
の
理
解
効
果
は
一
段
と
冴
え
を
見
せ
、
森
本
氏
の
研
究
の
幅
の
広
さ
と
研

究
の
新
生
面
を
開
拓
し
て
、
面
目
躍
如
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
り
わ
け

‐
「
束
下
り
」
や
業
平
関
係
の
問
題
に
は
、
関
係
資
料
を
博
捜
し
て
ま
と
め
ら

卜
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れ
た
と
い
え
る
個
所
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
中
で
近
世
期
の
注
釈
言

が
顔
を
出
す
と
、
い
か
に
も
役
者
が
揃
っ
た
と
い
う
感
じ
で
、
知
ら
ず
し
ら

ず
古
注
を
理
解
し
、
合
わ
せ
て
現
代
に
お
け
る
物
語
語
句
の
誤
用
や
歪
曲
性

が
目
に
つ
く
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
態
度
筆
致
こ
そ
暗
黙
の
中
に
従

来
の
訓
古
注
釈
に
対
す
る
氏
の
警
鐘
な
の
で
あ
ろ
う
。
近
世
期
の
注
釈
に
重

き
を
お
き
論
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
記
し
た
が
、
近
世
期
の
注
釈
害
の
中

で
、
量
的
に
も
、
質
的
に
も
伊
勢
物
語
の
注
釈
は
源
氏
物
語
の
そ
れ
に
ひ
け

を
と
ら
な
い
。
そ
れ
丈
に
ま
た
享
受
偏
重
も
可
成
多
い
。
し
か
し
「
語
釈
」

欄
に
は
真
面
目
な
注
釈
が
手
順
よ
く
ま
と
め
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
森
本
氏
の

古
注
造
詣
の
深
さ
が
物
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
更
に
ま
た
現
代
人
の
目

か
ら
伊
勢
物
語
の
素
材
を
把
握
す
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
民
俗
学
的
な
研

究
方
法
も
採
り
入
れ
て
合
理
解
し
、
か
つ
文
献
学
的
な
方
面
で
も
深
く
根
を

は
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
安
心
し
て
森
本
全
釈
に
馴
染
ん
で
よ
い
と
思
う
。

こ
ん
な
中
で
も
氏
は
強
引
に
自
説
を
出
そ
う
と
は
せ
ず
、
多
く
の
類
型
を

踏
ま
え
た
上
で
、
ゞ
な
お
「
こ
う
い
う
手
法
・
発
想
は
伊
勢
物
語
に
多
い
」
と

い
う
筆
致
で
あ
る
。

「
伊
勢
物
語
全
釈
』
の
中
で
、
今
一
層
の
光
り
を
放
つ
の
は
「
語
釈
」
に

続
く
「
余
説
」
で
あ
り
「
評
」
の
内
容
で
あ
る
。

「
余
説
」
は
「
語
釈
」
に
掲
げ
た
語
句
に
つ
い
て
更
に
説
明
を
要
す
る
個

所
を
補
足
す
る
意
味
で
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
詳
細
な
用
例

が
多
く
論
究
さ
れ
、
「
語
釈
」
中
で
異
説
と
し
て
の
べ
た
諸
説
や
、
関
連
内

容
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
項
目
は
各
章
段
に
あ
る
が
、
「
余
説
」
と
は
名
ば

か
り
で
、
こ
こ
に
こ
そ
森
本
氏
の
全
釈
が
ス
ム
ー
ズ
に
展
開
さ
れ
る
根
源
が

『
伊
勢
物
語
全
釈
』

1

1

あ
る
の
で
あ
り
、
本
著
を
親
し
ま
せ
る
た
め
の
潤
滑
油
的
存
在
の
欄
な
の
で

あ
る
。
「
評
」
は
い
わ
ば
章
段
の
鑑
賞
に
代
わ
る
も
の
だ
が
、
関
連
す
る
章

段
の
批
評
も
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
奥
義
は
著
者
の
「
伊
勢
物
語

の
文
芸
論
」
の
一
端
と
し
て
読
む
等
へ
き
論
考
な
の
で
あ
る
。
特
に
「
余
説
」

に
は
著
者
の
研
究
ノ
ー
ト
と
で
も
い
え
る
貴
重
な
意
見
が
散
見
し
て
い
る
。

も
し
こ
の
「
余
説
」
を
本
著
が
欠
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
本
著
の
善
さ
は
あ

る
い
は
減
少
し
た
か
も
し
れ
な
い
程
の
重
さ
を
も
っ
て
い
る
。
語
る
が
如
き

一
語
一
語
は
学
術
的
に
み
て
も
極
め
て
高
い
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
が
、
筆

致
は
容
易
な
も
の
だ
か
ら
実
に
よ
い
。

以
上
、
些
か
な
る
墳
事
を
も
ゆ
る
が
せ
に
せ
ず
、
長
年
周
到
な
準
備
の
も

と
に
公
刊
さ
れ
た
森
本
茂
氏
の
『
伊
勢
物
語
全
釈
」
を
評
し
紹
介
し
た
次
第

で
あ
る
が
、
「
通
解
」
か
ら
「
評
」
に
到
る
内
容
は
現
在
の
伊
勢
物
語
注
釈

で
は
正
に
第
一
級
の
著
と
推
し
て
恥
な
い
善
書
と
い
え
る
。
こ
の
著
書
に
関

し
て
の
書
評
と
し
て
は
た
だ
筆
不
足
の
多
い
こ
と
か
と
危
倶
さ
れ
る
が
、
こ

れ
を
補
う
た
め
に
は
こ
の
著
が
多
く
の
研
究
者
、
勢
語
愛
好
者
に
読
ま
れ
る

こ
と
を
願
わ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。
今
後
こ
の
「
伊
勢
物
語
全
釈
」
は
伊
勢

物
語
を
は
じ
め
中
古
物
語
文
学
の
研
究
者
や
愛
好
者
に
は
必
読
の
書
と
な
る

こ
と
必
定
と
信
ず
る
。
そ
れ
丈
に
こ
の
「
全
釈
」
を
も
と
と
し
て
諸
説
論
述

さ
れ
た
高
い
見
識
と
旺
盛
な
研
究
心
が
更
に
発
展
し
て
、
森
本
氏
の
目
的
と

さ
れ
る
「
伊
勢
物
語
の
文
芸
論
即
物
語
文
学
の
文
芸
論
」
が
よ
り
大
成
さ
れ

ん
こ
と
を
願
っ
て
燗
筆
す
る
次
第
で
あ
る
。
（
昭
和
四
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