
森
一
郎
氏
著
『
源
氏
物
語
　
の
　
方
法
』

藤
　
河
　
家

利

本
書
に
つ
い
て
は
己
に
幾
つ
か
の
書
評
が
出
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
森
氏
御

自
身
の
感
想
も
示
さ
れ
て
い
る
　
（
「
源
氏
物
語
の
方
法
」
ノ
ー
ト
、
甲
南
同
文

第
十
七
号
）
。
あ
ら
た
め
て
論
ず
る
余
地
も
な
く
、
書
評
と
い
う
任
の
重
さ
に

も
た
え
得
な
い
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
重
綾
を
い
と
わ
ず
、
私
な
り
に
氏

の
提
出
さ
れ
た
問
題
の
大
き
さ
を
受
け
と
め
て
み
た
い
。

本
書
は
、
昭
和
三
十
年
か
ら
四
十
四
年
に
至
る
十
五
年
間
、
国
文
学
敦
を
初

め
と
す
る
各
誌
に
発
表
し
て
こ
ら
れ
た
十
七
錆
の
論
文
を
収
め
て
い
る
。
そ
の

中
、
四
十
年
以
降
の
も
の
が
十
帯
あ
り
、
殊
に
最
近
の
氏
の
意
欲
的
な
問
題
提

起
の
仕
方
と
旺
班
な
研
究
活
動
を
抗
う
こ
と
が
で
き
る
。

森
氏
の
源
氏
物
語
研
究
の
〓
封
し
た
態
度
は
物
語
読
者
の
立
場
に
お
い
て
源

氏
物
語
の
世
罪
の
論
理
を
解
明
す
る
に
あ
る
。
「
こ
の
物
語
を
読
む
時
の
読
者

．
の
素
的
な
興
味
」
に
発
し
た
問
題
設
牢
の
仕
方
は
、
物
語
制
作
が
読
者
（
女
性

の
）
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
、
方
法
の
正
当

性
と
有
効
性
を
も
っ
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
物
語
の
論
理
を
忠
実
に
導
っ
こ
と

に
よ
っ
て
こ
こ
に
析
出
さ
れ
た
物
語
の
方
法
の
数
々
は
、
多
角
的
な
翻
点
の
導

入
と
和
保
っ
て
、
読
み
の
深
さ
と
紆
か
さ
に
率
つ
け
ら
れ
て
も
い
る
。
物
語
の

論
理
に
密
着
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
物
語
の
多
頼
な
世
界
に
身
を
委
ね
る
こ
と
で

あ
り
、
こ
の
こ
と
が
同
時
に
氏
の
研
究
の
世
界
の
豊
か
さ
を
生
み
出
し
て
い
く

よ
う
で
あ
る
。

訟
文
の
配
列
は
、
初
め
に
序
の
代
り
と
し
て
作
者
の
人
間
像
が
論
じ
ら
れ
、

以
後
物
語
の
進
行
の
順
に
並
べ
ら
れ
、
終
り
に
物
語
全
体
の
構
成
が
見
通
さ
れ

て
締
括
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
最
後
に
狭
衣
物
語
の
方
法
に
つ
い
て
の
〓
局
が
加

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
内
容
か
ら
し
て
大
体
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら

れ
る
よ
う
に
思
う
。

抑
　
ノ
一
～
四
は
長
篇
と
し
て
の
物
語
の
主
題
を
把
握
す
る
こ
と
に
中
心
が
あ

る
。

「
一
、
紫
式
部
の
宮
仕
え
生
活
と
源
氏
物
語
」
は
、
紫
式
部
日
記
に
よ
っ
て
、

彰
子
後
宮
の
俗
物
性
に
対
す
る
式
部
の
不
満
を
見
て
と
ら
れ
、
逆
に
そ
の
中
で

の
三
人
の
ロ
マ
ン
的
な
女
房
と
の
人
間
的
交
流
か
物
語
の
夕
顔
・
女
三
の
宮
・

浮
舟
の
人
物
像
の
詩
的
ロ
ー
マ
ン
性
を
形
象
し
た
と
さ
れ
る
。

「
二
、
銅
鏡
巻
の
高
融
の
和
人
の
予
言
に
つ
い
て
」
「
三
、
和
露
帝
の
決
断
」

ヽ

は
、
糾
壷
巷
の
光
源
氏
．
に
関
す
る
予
言
に
つ
い
て
、
従
来
の
説
が
予
言
全
体
で
帝

で
も
な
く
臣
下
で
も
な
い
推
太
政
天
皇
を
意
味
す
る
と
い
う
の
に
対
し
て
、
花

鳥
恭
帖
の
説
を
見
直
さ
れ
、
予
言
の
前
宰
「
国
の
親
と
な
り
て
、
帝
王
の
上
だ
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き
位
に
…
…
乱
れ
堂
ふ
る
こ
と
あ
ら
む
」
の
中
に
己
に
准
太
上
天
真
実
現
と
須

磨
退
居
・
の
意
を
含
む
と
い
う
新
説
を
出
さ
れ
た
。
ま
た
帝
の
判
断
に
つ
い
て
、

帝
は
こ
の
予
言
の
素
意
が
分
ら
ず
「
乱
れ
憂
ふ
る
」
に
よ
っ
て
源
氏
に
臣
下
の

道
を
歩
ま
せ
、
後
半
の
予
言
「
臣
下
の
相
で
も
な
い
」
は
無
視
し
た
、
そ
れ
は

帝
が
当
時
の
政
治
的
状
況
に
よ
っ
て
皇
子
に
す
る
こ
と
が
好
ま
し
く
な
い
と
い

う
自
分
の
判
断
に
ひ
き
つ
け
て
解
釈
し
た
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
が
、

氏
の
説
の
場
合
で
も
、
予
言
が
「
在
下
で
も
な
い
」
と
い
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

帝
が
明
快
に
臣
下
の
道
を
と
ら
せ
た
、
そ
れ
が
源
氏
の
宿
世
に
奉
仕
す
る
と
い

う
楕
想
は
別
と
し
て
、
帝
の
そ
の
場
で
の
決
断
の
根
拠
に
疑
問
が
残
る
よ
う
に

思
う
。
「
四
、
コ
相
木
の
並
び
」
の
主
題
性
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
主
と
し
て
空
相

の
物
語
の
主
題
を
、
中
の
品
、
受
領
階
級
の
女
と
し
て
の
現
実
的
基
盤
に
即
し

て
捉
え
よ
う
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
と
共
に
よ
り
作
者
の
側
に
視
点
を
お

い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

㈱
　
五
～
八
は
主
題
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
構
想
の
変
化
を
跡
づ
け
よ
う
と

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
五
三
条
東
院
造
喜
」
は
、
玉
寝
耳
に
先
行
し
て
胃
腔
巻
の
時
点
で
、
源
氏

に
養
女
を
迎
え
る
意
向
の
あ
っ
た
こ
と
を
、
須
磨
・
明
石
か
ら
の
帰
京
後
の
政

治
的
・
恋
物
語
的
世
界
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
「
六
、
源

氏
物
語
の
方
法
」
は
、
桧
令
巻
に
お
け
る
指
示
語
の
使
い
分
け
、
頭
中
将
の
、

須
磨
巻
と
の
描
か
れ
方
の
相
違
に
よ
っ
て
、
源
氏
と
頭
中
将
が
読
者
側
に
と
っ

て
敵
と
味
方
の
関
係
に
立
つ
と
い
う
物
語
の
枠
を
確
認
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
巳

に
構
想
の
変
化
を
跡
づ
け
る
方
法
が
後
の
人
物
造
哩
の
方
法
の
解
明
に
応
用
さ

れ
て
い
く
素
地
が
あ
る
。

、
森
氏
の
本
領
を
最
も
発
揮
し
得
て
い
る
論
考
の
一
つ
に
「
七
、
玉
撃
物
語
の

構
想
に
つ
い
て
」
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
玉
堤
が
人
々
の
意
表
を
つ
い
て
舅
H
一
の

／

も
の
と
な
っ
た
の
は
、
玉
屋
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
蛍
宮
・
冷
泉
帝
・
窮
H
∵
式

部
舶
宮
等
の
人
物
の
お
か
れ
た
各
々
の
情
況
か
ら
し
て
、
そ
う
な
る
他
は
な
い

必
然
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
結
局
は
源
氏
の
栄
華
に
奉
仕
せ
し
め
ら
れ
る

と
い
う
物
語
の
仕
組
み
を
解
明
さ
れ
る
。
「
八
、
藤
袴
巻
末
を
め
ぐ
っ
て
」
は

七
と
相
保
っ
て
、
源
氏
に
対
す
る
玉
塁
の
身
の
処
し
方
へ
の
讃
碑
を
通
し
て
、

玉
婁
物
語
が
も
つ
光
源
氏
の
色
好
み
の
物
語
と
し
て
の
性
格
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
ら
れ
た
。
氏
は
物
語
の
論
理
を
忠
実
に
お
さ
え
、
し
か
も
可
能
㍍
眼
り
様
々

な
場
合
を
想
定
さ
れ
た
上
で
、
作
者
の
意
図
し
た
必
然
の
糸
を
つ
か
み
主
題
を

確
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
執
拗
な
追
究
が
独
得
の
説
得
力
あ
る
文
体
を
も
た

ら
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
氏
の
源
氏
物
語
の
受
け
と
め
方
は
、
玉
上
琢
殊
博

ヽ

士
の
、
物
語
の
書
か
れ
た
部
分
は
吉
か
れ
ざ
る
部
分
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い

る
と
い
う
考
え
が
出
発
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
表
現
の
背
後
に
あ
る
光
源

氏
の
公
人
と
し
て
の
性
格
が
も
た
ら
す
政
治
的
事
情
が
物
語
の
動
き
に
大
き
く

関
わ
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
物
語
の
立
体
的
な
構
造
を
も
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。H

　
九
～
一
三
は
第
二
部
の
女
三
の
宮
再
件
を
め
ぐ
る
人
物
、
ま
た
そ
の
造

型
の
方
法
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
木
霊
の
中
心
も
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
よ

・つ。
「
九
、
女
三
の
営
降
嫁
の
事
件
」
は
、
女
三
の
宮
降
嫁
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
紫
上
の
苦
悩
に
主
題
が
あ
り
、
併
せ
て
心
幼
な
い
女
三
の
宮
を
包
む
光
源
氏

の
成
長
し
深
ま
っ
た
色
好
み
を
描
く
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
い
で
「
一
〇
、

女
三
の
宮
事
件
の
主
題
性
に
つ
い
て
」
は
、
材
木
と
の
密
通
事
件
に
よ
る
女
三

の
宮
の
受
苦
と
い
う
女
の
悲
劇
に
主
題
を
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
壇
件
は
、
紫
上

に
苦
悩
を
与
え
た
女
三
の
宮
が
そ
の
ま
ま
六
条
院
に
留
ま
る
こ
と
へ
の
女
性
読

者
の
反
発
に
革
つ
く
と
言
わ
れ
る
し
女
三
の
宮
事
件
が
女
三
の
宮
の
女
人
の
悲

劇
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
作
者
は
何
故
か
く
も
そ
の
心
幼
な
い
性
格
を
強
調
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せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
終
始
捏
想
的
に
描
か
れ
続
け
て
き
た

宍
上
に
脊
負
わ
さ
㍑
る
藷
電
豆
分
か
る
。
し
か
し
、
作
者
に
よ
っ
て
心
幼
な
い

人
柄
と
決
め
つ
け
ら
れ
、
読
者
か
ら
も
つ
き
離
さ
れ
か
ね
な
い
女
三
の
宮
は
あ

ま
り
に
救
い
よ
う
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
未
熟
な
人
格
の
上
に
紫
上
の
苦
悩
の

よ
う
な
軍
さ
空
荷
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
思
え
な
い
。
女
三
の
宮
の
造
型

と
そ
の
悲
劇
は
、
第
二
部
の
世
界
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
作
者
の
愛
の
認
識

の
仕
方
に
お
い
て
も
柏
雑
な
問
題
を
学
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
一
一
、
女
三
の
宮
創
造
」
は
、
女
三
の
宮
の
性
格
の
道
警
思
図
を
第
二
邦
の

世
界
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
究
め
よ
う
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
宮
の
幼
稚
さ

が
後
見
役
と
し
て
源
氏
を
婿
と
し
、
柏
木
の
密
通
を
ひ
き
お
こ
し
、
周
四
の
全

て
の
善
意
の
人
々
を
不
幸
に
陥
れ
た
と
し
て
、
第
二
部
の
「
栄
華
の
か
げ
に
く

り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
内
面
の
暗
い
世
界
を
主
導
す
る
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
た
」

と
言
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
表
面
の
栄
華
の
内
奥
に
ひ
そ
む
暗
さ
に
主
題
を
見
て

お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
人
物
よ
り
も
世
界
の
方
に
比
重
が
あ
る
。

こ
の
第
二
郎
の
主
題
の
あ
り
か
を
論
証
す
べ
く
、
「
一
二
滅
氏
物
語
に
お
け

る
人
物
造
型
の
方
法
と
主
題
と
の
通
関
」
と
い
う
画
期
的
な
論
考
は
書
か
れ

た
。
人
物
造
型
が
主
題
性
に
奉
仕
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
新
し
い
観
点
の
導
入

に
よ
っ
て
、
桧
合
巻
と
須
璃
巻
の
瑚
中
将
の
変
貌
を
は
じ
め
様
々
な
例
が
挙
げ

ら
れ
、
殊
に
柏
木
と
女
三
の
宮
の
性
格
が
密
通
事
件
を
機
と
し
て
、
柏
木
は

「
付
着
的
造
型
」
に
よ
る
「
矛
盾
的
変
貌
」
を
、
女
三
の
官
は
そ
の
幼
稚
さ
が

六
条
院
の
円
満
な
関
係
を
か
た
ち
づ
く
る
こ
と
か
ら
破
滅
へ
の
墓
標
と
な
る
こ

と
に
よ
っ
て
「
意
味
的
変
貌
」
を
遂
げ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
人
物
造
型
の

変
化
が
「
主
題
の
進
展
・
変
化
を
示
す
信
号
」
（
「
三
一
三
源
氏
物
語
の
人
物
造

型
の
問
題
」
）
と
も
な
る
と
言
わ
れ
る
。
氏
の
方
法
の
碓
か
さ
を
示
す
整
然
と

し
た
論
で
あ
り
、
そ
の
正
当
性
は
恐
ら
く
揺
ざ
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
あ

ま
り
の
正
当
性
は
こ
の
物
語
の
価
情
を
測
小
売
す
る
と
き
ど
こ
に
整
＝
づ
け
た
ら

よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

⇔
一
四
～
一
七
は
長
篇
の
構
成
の
方
法
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

「
一
四
．
源
氏
物
語
の
構
想
の
方
法
」
は
、
竹
河
巻
冒
頭
の
記
事
が
御
法
・
幻

両
巻
に
玉
髪
の
出
な
い
理
由
を
示
す
こ
と
・
匂
宵
・
紅
梅
・
竹
河
の
三
相
が
煎

・
匂
宮
の
人
物
像
を
対
照
的
に
描
き
分
け
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
、
こ
の
三
帖
が

宇
治
十
帖
の
序
と
な
っ
て
い
る
と
説
か
れ
る
。
物
語
に
鋼
有
な
方
法
を
導
き
出

す
こ
と
が
こ
こ
で
は
成
立
論
へ
の
あ
ざ
や
か
な
切
り
込
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
構
想
の
方
法
に
文
学
的
意
味
づ
け
を
し
て
整
理
し
た
の
が
「
一
五
、

源
氏
物
語
の
方
法
－
回
想
の
話
型
－
」
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
「
一
竹
河
巻
頭
の

崇
丁
過
去
の
畢
つ
け
（
そ
の
一
）
」
に
始
ま
り
「
八
読
者
の
回
憩
的
読
み
－

夕
顔
巻
の
も
の
の
け
の
正
体
。
賢
木
巻
の
「
兵
郊
瑚
宮
」
－
」
に
終
わ
る
八
つ

か
ら
な
る
。
こ
れ
ら
は
基
本
的
に
は
回
想
に
よ
っ
て
過
去
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
得

る
と
い
う
認
識
に
立
ち
、
例
え
ば
「
二
橋
姫
巻
の
回
想
－
過
去
の
輿
つ
け
（
そ

の
二
）
」
で
は
、
橋
姫
巻
の
八
の
宮
に
関
す
る
叙
述
が
、
賢
水
巻
で
吉
か
れ
な

か
っ
た
八
の
宵
擁
立
と
い
う
政
治
的
訴
作
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ち
か
に
す
る
と

説
か
れ
る
。
し
か
し
、
回
想
と
い
う
言
葉
は
よ
り
現
在
の
た
め
に
あ
る
と
思
わ

れ
る
し
、
ま
た
過
去
と
現
在
と
を
両
棲
的
に
結
ん
で
考
え
よ
う
と
さ
れ
る
の

は
、
氏
の
構
想
論
か
ら
し
て
も
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
森
氏
の
源
氏
物
語
論
は
主
撃
構
祁
∵
人
物
造
型
の
方
法

・
長
篤
の
構
成
の
方
法
等
の
多
様
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
主
な
二
つ

の
方
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
；
は
、
主
題
・
構
憩
の
把
握
の
仕
方
に
見

ノ

ら
れ
る
よ
う
に
、
部
分
の
読
み
を
深
め
充
足
し
て
い
く
方
向
で
あ
り
、
一
つ

は
、
人
物
造
型
・
構
成
の
方
法
の
把
握
の
仕
方
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
全
休
を

展
望
し
得
る
方
法
を
探
究
し
て
い
く
方
向
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
ま
か
な
分
け
方
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に
碧
喜
、
二
つ
は
い
わ
ば
表
裏
の
関
係
に
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
場
介
に
も
損

底
に
「
確
か
に
言
え
る
こ
と
だ
け
を
論
じ
た
い
」
と
い
う
強
烈
な
志
向
が
あ

り
、
立
論
の
基
礎
を
強
田
な
も
の
に
し
て
い
る
。
氏
の
提
示
さ
れ
た
方
法
は
読

み
の
深
さ
に
輿
つ
け
ら
れ
、
し
か
も
主
題
に
肉
薄
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
初
め
て
の
本
格
的
な
源
氏
物
語
の
方
法
論
と
言
え
よ
う
。
氏
の
方
法
論

が
今
後
体
系
化
さ
れ
、
御
研
究
が
益
々
大
成
さ
れ
る
こ
と
と
共
に
、
我
々
後
輩

を
導
い
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
念
鳳
す
る
。
私
の
浅
学
の
た
め
、
的
外
れ
、
非
礼

が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
お
詑
び
す
る
。

（
昭
和
四
十
四
年
六
月
三
十
日
刊
。
A
5
判
、
三
二
七
頁
。
桜
租
社
刊
。

一
、
五
〇
〇
F
‖
「
）

－
広
島
大
学
大
学
院
学
生
1

会

員

近

著

紹

介

「
新
撰
菟
玖
波
集
実
阪
本
」
細
川
金
治
繋
編

本
書
は
、
現
存
望
み
う
る
H
髪
‥
の
本
文
を
嘩
告
h
、
天
理
図
書
館
所

蔵
の
、
三
条
西
実
降
筆
の
「
新
饉
克
玖
波
集
」
を
敵
密
に
翻
刻
し
、
さ

ら
に
、
皐
町
時
代
の
古
写
本
で
あ
る
、
金
刀
比
井
本
、
鶴
岡
木
、
本
能

寺
本
な
ど
九
本
の
校
異
を
そ
え
た
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
後
に
、
「
新
釈
先
払
披
集
作
者
部
如
」
六
本
（
御
狐

本
・
鶴
岡
本
・
大
永
本
・
青
山
本
・
彰
考
館
本
・
博
宗
鑑
本
）
を
翻
刻

し
て
あ
る
。

巻
末
に
は
「
新
撰
免
玖
波
集
」
の
各
句
索
引
と
作
者
索
引
を
啓
三
し

梗
宜
を
は
か
り
、
加
え
て
、
「
新
揮
菟
玖
披
盤
」
の
伝
本
の
解
説
か
あ

る
。

（
A
5
判
。
六
五
九
頁
。
昭
和
四
十
五
年
三
月
刊
。

六
、
五
〇
〇
円
。
角
川
貴
店
。
）
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