
「
山
頂
湖
面
抄
」
は
、
「
源
氏
物
語
」
の
梗
概
書
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
叙

述
の
方
法
は
極
め
て
特
殊
で
あ
り
、
「
源
氏
物
語
」
五
十
四
帖
そ
れ
ぞ
れ
に
、
藤
原
定
家

作
に
擬
し
た
五
十
四
首
の
巻
名
歌
を
挙
げ
、
注
記
を
施
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
源
氏

読
み
比
丘
尼
で
あ
る
祐
倫
の
作
と
さ
れ
、
室
町
時
代
の
成
立
で
あ
る
。
こ
の
梗
概
書
の

一
般
的
な
評
価
は
決
し
て
高
い
と
は
言
え
な
い
が
、
中
世
に
お
け
る
女
性
の
『
源
氏
物

語
」
享
受
の
あ
り
様
を
示
す
重
要
な
資
料
で
も
あ
り
、
近
年
で
は
そ
の
研
究
も
進
ん
で

き
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
新
出
写
本
の
紹
介
と
、
諸
本
の
実
見
や
マ
イ
ク
ロ
資
料
を
活

用
し
て
の
調
査
結
果
を
示
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
な
お
、
現
在
の
と
こ
ろ
す
べ
て
の

写
本
の
実
見
は
か
な
わ
ず
、
こ
の
調
査
が
中
途
段
階
で
あ
る
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
。

「
山
頂
湖
面
抄
」
に
つ
い
て
は
、
稲
賀
敬
二
氏
、
寺
本
直
彦
氏
、
今
井
源
衛
氏
、
古
野

（
１
）

優
子
氏
、
辻
本
裕
成
氏
ら
に
よ
る
研
究
成
果
が
既
に
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
最
近
で

は
三
田
村
雅
子
氏
も
そ
の
著
作
「
記
憶
の
中
の
源
氏
物
語
』
（
新
潮
社
．
二
○
○
八
年
）

で
触
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
書
誌
学
的
・
文
献
学
的
な
立
場
か
ら
の
基
礎
的
な
成
果
と

｜
、
は
じ
め
に

『
山
頂
湖
面
抄
』
の
諸
本
に
つ

い
て

し
て
、
今
井
源
衞
・
古
野
優
子
両
氏
に
よ
る
『
祐
倫
著
源
語
梗
概
・
注
釈
書
山
頂

湖
面
抄
諸
本
集
成
」
（
笠
間
書
院
・
一
九
九
九
年
）
（
以
下
、
「
諸
本
集
成
』
）
が
あ
る
。

こ
の
書
の
出
版
に
よ
り
、
「
山
頂
湖
面
抄
」
は
研
究
者
に
と
っ
て
も
身
近
な
も
の
に
な
っ

た
と
言
え
る
。

「
諸
本
集
成
」
で
は
、
神
宮
文
庫
本
・
静
嘉
堂
文
庫
本
・
天
理
大
学
図
書
館
本
・
宮
内

庁
書
陵
部
本
・
内
閣
文
庫
本
の
五
本
が
全
文
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、
大
東
急
文
庫
本
に
つ

い
て
は
神
宮
文
庫
本
の
本
文
に
対
校
さ
せ
て
い
る
。
現
存
す
る
写
本
の
う
ち
島
原
松
平

文
庫
本
は
、
「
誤
写
が
す
こ
ぶ
る
多
い
。
」
と
い
う
理
由
で
そ
の
本
文
は
翻
刻
さ
れ
て
い

な
い
。こ

こ
で
は
、
ま
ず
架
蔵
の
新
出
写
本
（
一
冊
）
を
紹
介
し
た
い
（
写
真
①
）
。
な
お
、

本
写
本
は
拙
著
「
源
氏
物
語
と
王
朝
文
化
誌
史
」
（
勉
誠
出
版
・
二
○
○
六
年
）
な
ど
に

お
い
て
も
触
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
写
本
は
、
縦
二
五
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

二
、
新
出
架
蔵
本
と
宮
内
庁
書
陵
部
本 原

豊
二
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横
一
八
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
料
紙
は
楮
紙
で
、
袋
綴
装
で
あ
る
。
題
鐙
は

な
く
、
ま
た
外
題
は
な
い
。
表
紙
は
原
装
で
は
な
く
、
後
に
替
え
ら
れ
て
い
る
。
内
題

に
「
山
頂
湖
面
抄
源
氏
秘
書
」
と
あ
る
。
四
つ
穴
綴
じ
、
墨
付
け
四
十
五
丁
、
一
面

十
行
書
き
で
あ
る
。
遊
び
紙
が
前
後
一
丁
ず
つ
あ
っ
て
、
こ
れ
は
見
返
し
の
外
れ
た
も

の
で
あ
る
。
近
年
作
成
さ
れ
た
譜
峡
に
入
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
貴
重
書
山
頂
湖
而

抄
三
條
西
簡
隆
自
筆
」
と
沓
い
て
あ
る
が
、
筆
跡
な
ど
か
ら
本
写
本
が
三
条
西
実
隆

の
書
写
に
よ
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
本
写
本
の
書
写
年
代
に
つ
い
て
は
、

お
お
よ
そ
室
町
時
代
末
期
か
ら
江
戸
時
代
初
期
と
想
定
さ
れ
、
『
山
頂
湖
面
抄
』
の
写
本

の
う
ち
で
は
古
い
部
類
に
属
す
る
。

架
蔵
本
の
大
き
な
特
徴
は
、
丁
数
．
行
数
・
そ
こ
に
配
置
さ
れ
る
本
文
（
字
母
も
含 写真①新出架蔵本

め
て
）
な
ど
の
書
誌
形
態
が
、
宮
内
庁
書
陵
部
本
と
ご
く
一
部
を
除
い
て
ほ
ぼ
同
じ
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
を
端
的
に
言
え
ば
、
宮
内
庁
書
陵
部
本
は
架
蔵
本
の

忠
実
な
模
写
本
で
あ
り
、
架
蔵
本
を
前
に
し
て
、
直
接
、
書
写
し
て
作
成
さ
れ
た
写
本

で
あ
る
と
認
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

両
本
を
比
較
検
討
す
る
た
め
、
次
に
宮
内
庁
書
陵
部
本
（
一
冊
）
の
書
誌
情
報
を
整

理
し
た
い
。
少
し
回
り
道
に
な
る
が
、
調
査
過
程
も
含
め
て
述
べ
て
お
く
。
ま
ず
、
当

該
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
（
ｇ
’
臼
争
い
９
コ
マ
）
紙
焼
き
を
国
文
学
研
究
資
料
館
よ

り
取
り
寄
せ
た
。
こ
の
時
点
で
模
写
本
の
可
能
性
が
既
に
考
え
ら
れ
た
が
、
二
○
○
七

年
三
月
二
十
二
日
に
今
度
は
書
陵
部
ま
で
直
接
出
向
き
、
当
該
本
を
実
見
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
。
ま
た
、
『
山
頂
湖
面
抄
諸
本
集
成
』
の
み
な
ら
ず
、
『
図
書
寮
典
籍
解
題
文

学
篇
』
（
国
立
書
院
．
一
九
四
八
年
）
を
参
照
し
、
ま
た
国
文
学
研
究
資
料
館
の
「
調
査

カ
ー
ド
」
（
ご
ｇ
ｍ
・
望
実
施
・
盤
理
番
号
段
＄
ｇ
‐
白
誤
こ
の
情
報
に
も
目
を
や
っ
た
。

お
お
よ
そ
通
常
の
調
査
方
法
で
あ
っ
た
と
思
う
。
宮
内
庁
書
陵
部
本
（
函
番
号
、
ｓ
と
）

は
、
縦
二
八
・
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
○
・
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
架
蔵

本
と
比
べ
る
と
若
干
大
振
り
で
あ
る
。
四
つ
穴
綴
じ
の
袋
綴
装
で
、
料
紙
は
楮
紙
で
あ

る
よ
う
だ
が
、
上
質
で
薄
様
の
も
の
で
あ
り
、
一
般
に
江
戸
時
代
の
版
本
で
使
わ
れ
る

も
の
と
は
大
分
違
っ
て
い
る
。
料
紙
に
つ
い
て
は
、
『
図
書
寮
典
籍
解
題
』
で
は
「
斐
紙
」

と
あ
り
、
ま
た
「
調
査
カ
ー
ド
」
に
は
「
楮
」
に
丸
が
さ
れ
て
い
る
。
な
か
な
か
区
別

の
難
し
い
と
こ
ろ
の
よ
う
だ
が
、
料
紙
の
新
し
さ
も
ま
た
感
じ
ら
れ
る
写
本
で
あ
る
。

本
の
作
り
も
新
し
い
が
、
美
本
と
呼
ぶ
べ
き
外
観
で
あ
る
。
表
紙
は
白
地
斐
紙
に
藍
摺

の
草
花
紋
づ
く
し
で
あ
り
、
一
見
し
て
豪
華
に
見
え
る
。
筆
は
極
め
て
能
筆
で
あ
り
、

国
学
者
風
の
普
き
ぶ
り
と
言
っ
た
ら
よ
い
か
、
書
体
・
書
風
に
つ
い
て
は
近
世
後
期
以
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降
の
人
物
に
よ
る
も
の
の
よ
う
に
思
え
た
。

こ
の
宮
内
庁
書
陵
部
本
で
あ
る
が
、
書
写
年
代
に
つ
い
て
は
一
考
が
必
要
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
各
資
料
の
判
定
が
一
致
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
『
諦
本
集
成
」
が

「
書
写
年
代
近
世
初
期
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、
『
図
書
寮
典
籍
解
題
』
が
「
無
奥
書

の
江
戸
中
期
の
篇
」
と
し
、
「
調
査
カ
ー
ド
」
で
は
「
江
戸
期
力
」
と
な
っ
て
い
る
。
著

者
が
見
る
限
り
、
『
諸
本
集
成
」
の
「
近
世
初
期
」
は
完
全
に
誤
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
お
そ
ら
く
、
当
該
本
は
江
戸
時
代
後
期
以
降
の
諜
写
で
あ
っ
て
、
見
方
に
よ
っ
て

は
幕
末
や
明
治
期
の
可
能
性
も
あ
る
。
料
紙
の
質
、
さ
ら
に
は
書
体
・
書
風
や
装
丁
な

ど
か
ら
し
て
、
こ
れ
は
十
九
世
紀
に
入
り
、
幕
末
に
近
い
頃
の
書
写
と
す
る
の
が
、
著

者
の
一
応
の
見
解
で
あ
る
。

さ
て
、
宮
内
庁
書
陵
部
本
が
架
蔵
本
の
模
写
本
で
あ
る
根
拠
は
、
書
誌
の
類
似
や
架

蔵
本
の
方
が
古
い
と
い
う
書
写
年
代
の
相
違
だ
け
で
は
な
い
。
写
真
に
示
す
よ
う
に
、

架
蔵
本
の
虫
損
部
分
（
写
真
②
）
を
書
陵
部
本
が
虫
損
の
通
り
写
し
て
い
る
（
写
真
③
）

か
ら
で
あ
る
。
四
十
丁
目
裏
の
一
行
目
（
宿
木
巻
）
に
お
い
て
、
虫
損
の
跡
を
そ
の
ま

ま
書
写
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
四
十
三
丁
目
裏
の
一
行
目
（
浮

舟
巻
）
で
は
、
架
蔵
本
の
虫
損
部
を
、
字
母
を
変
え
て
推
測
書
写
を
行
っ
て
い
る
。
書

陵
部
本
が
「
お
も
ひ
け
る
か
な
」
で
「
け
」
Ⅱ
「
介
」
と
す
る
の
に
対
し
、
架
蔵
本
は

「
お
も
ひ
□
る
か
な
」
で
あ
り
、
こ
の
□
は
下
部
が
虫
損
に
遭
っ
て
い
る
。
口
部
分
の

字
母
は
「
造
」
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
書
陵
部
本
は
架
蔵
本
が
虫
損
に

遭
遇
し
た
後
に
写
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
理

そ
の
他
の
書
誌
を
述
べ
る
と
、
題
叢
は
な
く
、
外
題
は
直
普
さ
れ
て
い
う

四
十
五
丁
で
、
一
面
十
行
書
き
で
あ
り
、
遊
び
紙
が
前
後
一
丁
ず
つ
あ
る
。

外
題
は
直
普
さ
れ
て
い
る
。
墨
付
け

－

零
捻
裳
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的
な
根
拠
を
見
出
せ
る
ケ
ー
ス
は
調
査
経
験
上
多
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
こ
と

は
幸
運
で
も
あ
っ
た
。

ほ
ぼ
同
じ
本
で
あ
る
両
者
で
あ
る
が
、
次
の
二
か
所
に
限
り
、
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。

明
石
巻
で
は
、
和
歌
「
槙
の
戸
を
や
す
ら
ひ
に
こ
そ
さ
抵
さ
し
る
い
か
に
明
け
る
秋
の

夜
な
ら
ん
」
の
う
ち
三
句
目
が
書
陵
部
本
で
は
脱
落
し
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
和

歌
の
右
側
に
「
河
海
抄
」
認
定
と
さ
れ
る
引
歌
「
ら
ひ
に
よ
り
さ
国
さ
ら
め
い
か
に
明

ぬ
る
槙
の
戸
な
ら
ん
」
が
添
書
き
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
の
五
句
目
「
槙
の
戸
」

は
「
秋
の
夜
」
の
誤
写
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
添
書
は
若
干
な
が
ら
薄
く
書
か
れ
て
い

る
。
本
文
と
同
筆
と
思
わ
れ
る
が
、
後
に
補
記
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
鈴
虫
巻

で
は
和
歌
「
雲
の
上
を
か
け
は
な
れ
た
る
栖
に
も
物
わ
す
れ
せ
ぬ
秋
の
夜
の
月
」
の
架

蔵
本
に
あ
る
異
本
注
記
「
か
け
（
き
イ
）
は
な
れ
」
が
書
陵
部
本
で
は
脱
落
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
異
同
で
あ
る
が
、
後
者
の
場
合
、
お
そ
ら
く
写
し
忘
れ
と
い
う
こ
と
で
良
い

の
で
あ
ろ
う
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
「
河
海
抄
」
を
根
拠
に
し
て
積
極
的
に
書
き
改
め

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
「
河
海
抄
」
を
直
接
見
た
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ

う
か
ら
、
二
次
的
な
査
料
に
よ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
模
写
本
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

本
文
異
同
の
確
認
は
怠
ら
な
い
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

さ
て
、
架
蔵
本
な
ら
び
に
書
陵
部
本
に
は
、
他
の
写
本
に
は
見
ら
れ
な
い
和
歌
部
分

へ
の
異
本
注
記
が
見
ら
れ
る
。
定
家
擬
作
歌
な
ら
び
に
「
源
氏
物
語
」
所
収
歌
の
両
方

に
異
本
注
記
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
架
蔵
本
の
生
成
過
程
を
示
唆
す
る
も
の
で

あ
る
。
定
家
擬
作
歌
に
異
本
注
記
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
「
山
頂
湖
面
抄
」
を

参
照
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
架
蔵
本
の
書
写
に
関
わ
っ
て
は
、
祖
本
を

含
め
た
少
な
く
と
も
二
本
の
写
本
が
存
在
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
祖
本
の
段
階
で
異
本
注
記
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
仮
に
そ
う
だ
と

し
て
も
、
そ
の
祖
本
の
書
写
段
階
で
同
様
な
事
象
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、

『
源
氏
物
語
」
所
収
歌
に
つ
い
て
は
、
直
接
に
「
源
氏
物
語
」
と
校
合
し
た
可
能
性
も

あ
り
、
単
純
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
架
蔵
本
の
書
誌
的
な
位
置
付
け
も
あ
る
程
度
見
え
て
く
る

で
あ
ろ
う
。
静
嘉
堂
文
庫
本
ま
た
島
原
松
平
文
庫
本
の
本
奥
書
に
あ
る
「
末
代
の
連
歌

の
付
合
の
た
め
あ
ら
あ
ら
し
る
す
。
他
見
あ
る
へ
か
ら
す
。
／
文
安
六
年
正
月
吉
日

比
丘
尼
祐
倫
」
を
踏
ま
え
た
場
合
、
「
山
頂
湖
面
抄
」
の
お
お
よ
そ
の
成
立
時
期
を
文
安

六
年
（
一
四
四
九
年
）
前
後
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
架
蔵
本
の
書
写
年
代
や
異
本
注

記
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
祐
倫
の
次
の
世
代
を
架
蔵
本
に
関
わ
ら
せ
て
考
え
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
和
歌
の
異
本
注
記
が
必
要
で
あ
っ
た
の
は
、
「
山
頂
湖
面
抄
」

が
連
歌
創
作
と
深
い
関
わ
り
の
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
和
歌
本
文
の
知

識
の
充
実
は
、
連
歌
師
に
と
っ
て
は
直
接
的
な
需
要
で
あ
り
、
単
に
文
献
学
的
な
精
巧

さ
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
異
本
注
記
の
記
述
が
可
能

と
な
る
の
に
は
、
「
山
頂
湖
面
抄
」
や
そ
れ
に
類
似
し
た
書
物
が
中
世
末
期
に
あ
る
程
度

多
く
写
さ
れ
て
い
た
と
い
う
条
件
が
必
要
で
あ
る
。
「
山
頂
湖
面
抄
」
は
そ
の
成
立
段
階

（
２
）

か
ら
多
く
の
異
本
を
抱
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
現
存
す
る
諸
本
に
お
い
て
も
そ

の
本
文
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
複
数
の
『
山
頂
湖
面
抄
」
を
一
度
に
見
る
こ
と
が

で
き
た
と
い
う
好
条
件
が
想
定
さ
れ
る
点
か
ら
し
て
も
、
源
氏
読
み
で
あ
る
祐
倫
の
後

継
者
的
な
立
場
の
人
物
が
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
架
蔵

本
な
ら
び
に
そ
の
系
統
に
属
す
る
と
説
明
で
き
る
書
陵
部
本
の
本
文
は
、
室
町
時
代
末

期
に
遡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
推
察
さ
れ
る
。
近
世
以
降
、
連
歌
創
作
の
状
況
が
変
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化
す
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
書
物
が
一
般
に
顧
み
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、

和
歌
の
異
本
注
記
や
そ
の
本
文
は
室
町
期
の
形
態
の
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
架
蔵
本
の
書
写
年
代
を
考
慮
に
入
れ
た
場
合
、
室

町
期
の
原
型
保
存
と
い
う
認
定
は
さ
ら
に
強
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

書
陵
部
本
が
几
帳
面
な
書
写
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
美
本
で
あ
る
こ
と
は
既
に
記
し

た
。
お
そ
ら
く
書
陵
部
本
の
書
写
者
は
、
「
山
頂
湖
面
抄
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
学
術
的

な
価
値
を
見
出
し
た
人
物
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
よ
っ
て
、
書
写
者
に
つ
い
て
は

近
世
後
期
の
国
学
者
の
よ
う
な
人
物
の
面
影
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
あ

る
い
は
、
架
蔵
本
を
ほ
ぼ
正
確
に
模
写
し
た
こ
と
か
ら
、
架
蔵
本
自
体
の
価
値
を
重
く

見
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
書
写
の
段
階
で
、
源
氏
学
者
で
も
あ
る
三
条
西
実
隆
の

書
写
で
あ
る
と
い
う
伝
承
が
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
山
頂
湖
面
抄
」
と
い
う
テ

ク
ス
ト
の
み
な
ら
ず
、
原
本
自
体
の
書
誌
的
な
評
価
も
高
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

結
果
、
原
本
で
あ
る
架
蔵
本
よ
り
ず
っ
と
美
し
く
し
っ
か
り
し
た
外
観
を
保
持
す
る
写

本
と
し
て
、
書
陵
部
本
は
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
本
が
、
書
陵
部
に
収
蔵
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宮
中
で
作
成
さ
れ
た
可
能
性
も
ま
た
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

次
に
参
考
の
た
め
、
い
く
ら
か
他
の
写
本
も
見
て
お
き
た
照
ま
ず
、
内
閣
文
庫
蔵

本
（
一
冊
）
（
函
番
号
ｇ
や
認
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
二
○
○
七
年
二
月
二
十
二
日
に
実

見
し
た
。
こ
れ
も
「
諸
本
集
成
」
に
「
書
写
年
代
近
世
初
期
」
と
あ
る
が
、
誤
り
で

三
、
内
閣
文
庫
本

あ
ろ
う
。
書
写
年
代
は
お
お
よ
そ
江
戸
時
代
中
期
か
ら
後
期
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
本

は
、
遅
く
と
も
幕
末
に
は
所
在
確
認
が
で
き
る
の
で
、
そ
れ
以
降
は
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
特
徴
的
な
の
は
、
虫
損
が
多
く
あ
り
、
こ
れ
を
補
修
し
て
い
る
。
ま
た
、
本

の
内
側
に
刃
物
等
で
切
ら
れ
た
形
跡
が
あ
り
、
こ
こ
に
も
補
修
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

料
紙
は
楮
紙
で
あ
る
が
、
大
変
粗
悪
な
も
の
で
あ
る
。
木
片
や
髪
の
毛
の
混
ざ
っ
た
ま

ま
漉
か
れ
て
い
て
、
料
紙
に
こ
れ
が
残
存
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
一
度
廃
棄

さ
れ
た
「
く
ず
紙
」
を
回
収
し
た
後
、
再
利
用
し
た
「
再
生
紙
」
の
一
種
で
あ
ろ
う
。

一
般
的
な
「
宿
紙
」
と
比
べ
て
も
、
状
態
は
悪
い
。
書
写
に
つ
い
て
も
雑
で
粗
い
た
め
、

学
術
的
な
正
確
さ
に
不
安
が
伴
う
。
題
篭
は
な
く
、
外
題
は
直
書
で
あ
る
。
校
合
の
跡

も
な
く
、
異
本
注
記
も
な
い
。
墨
付
け
四
十
九
丁
で
、
縦
二
六
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
一
九
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
き
さ
で
あ
る
。
落
丁
の
た
め
か
、
夢
浮
橋
巻
を
欠

い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
内
閣
文
庫
本
は
書
誌
的
に
言
え
ば
劣
悪
な
本
と
い
う
こ
と
に

な
る
。再

生
紙
の
歴
史
に
つ
い
て
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
の
で
何
と
も
言
え
な
い
が
、
江
戸

時
代
中
期
以
降
の
都
市
化
や
一
般
庶
民
の
識
字
率
の
向
上
に
伴
い
、
こ
う
し
た
再
生
紙

が
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
逆
に
言
え
ば
、
高
貴
な
人
物
の
使
用
に
適
う
よ

う
な
紙
で
は
な
く
、
こ
の
写
本
の
属
性
が
階
級
・
階
層
的
に
低
位
に
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
言
え
る
よ
う
に
思
う
。
既
に
記
し
た
書
陵
部
本
の
ま
さ
に
逆
の
位
置
に
あ
る
内
閣

文
庫
本
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
所
蔵
す
る
国
立
公
文
書
館
と
宮
内
庁
書
陵
部
が
皇
居
の
堀

を
隔
て
て
間
近
に
保
管
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
貴
賎
の
対
位
と
し
て
何
と
な
し

に
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。
書
陵
部
に
は
や
は
り
美
本
が
集
ま
り
や
す

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
内
閣
文
庫
に
は
む
し
ろ
雑
多
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
取
る
こ
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③
「
浅
草
文
庫
」
…
明
治
八
年
（
一
八
七
五
年
）
か
ら
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
年
）

の
間
に
設
け
ら
れ
た
内
務
省
博
物
館
所
管
の
官
立
図
書
館
、
こ
れ
が
浅
草
文
庫
で
あ
る
。

④
「
日
本
政
府
図
書
」
…
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
年
）
ま
で
使
用
さ
れ
た
蔵
書
印
。
日

本
政
府
所
有
の
意
味
で
あ
る
。

⑤
「
内
閣
文
庫
」
…
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
年
）
以
降
使
用
さ
れ
る
。
巻
尾
に
も
同
じ

蔵
書
印
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
和
学
講
談
所
を
初
め
と
し
て
、
主
に
官
立
系
の
図
書
館
に
よ
っ
て
継
承

さ
れ
た
写
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
山
頂
湖
面
抄
」
は
稀
書
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
そ

れ
な
り
に
重
宝
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
最
後
の
「
内
閣
文
庫
」
の
蔵
書
印
で
あ
る
が
、

①
「
和
学
講
談
所
」
…
塙
保
己
一
の
尽
力
に
よ
っ
て
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
年
）
に

設
立
さ
れ
る
。
明
治
元
年
（
一
八
六
七
年
）
廃
止
。
和
学
講
談
所
は
国
学
に
強
い
関
心

の
あ
っ
た
機
関
で
あ
る
か
ら
、
「
源
氏
物
語
」
に
関
連
す
る
資
料
を
収
集
し
た
の
だ
ろ
う
。

具
体
的
に
い
つ
和
学
講
談
所
に
収
集
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
七
十
年
余
り

の
間
で
あ
る
こ
と
に
相
違
は
な
い
。

②
「
書
籍
館
」
…
明
治
五
年
（
一
八
七
二
年
）
に
昌
平
坂
学
問
所
と
和
学
講
談
所
が
統

合
さ
れ
、
湯
島
の
書
籍
館
と
な
る
。
な
お
「
諸
本
集
成
」
で
は
「
書
館
」
と
な
っ
て
い

と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
内
閣
文
庫
本
で
あ
る
が
、
巻
首
に
あ
る
蔵
書
印
に
よ
っ
て
そ
の
伝
来
が
わ
か
る

の
で
確
認
し
て
お
こ
う
。

る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。

島
原
松
平
文
庫
本
（
一
冊
）
で
あ
る
が
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
命
閉
‐
屋
‐
圏
９
コ
マ
）
の
紙
焼
き
の
検
証
に
よ
っ
て
、
い
く
ら
か
述
べ
て
み
た
い
。

怠
慢
が
理
由
で
実
見
し
て
は
い
な
い
の
で
、
あ
ま
り
根
拠
の
な
い
こ
と
は
言
え
な
い
が
、

そ
れ
で
も
い
く
ら
か
気
付
い
た
点
が
あ
っ
た
の
で
、
記
し
て
お
く
。

ま
ず
、
こ
れ
も
「
諸
本
集
成
」
で
あ
る
が
「
書
写
年
代
近
世
中
期
」
と
あ
っ
て
、

続
け
て
「
巻
頭
に
静
と
同
じ
く
「
文
安
六
年
（
中
略
）
」
の
自
序
が
あ
る
。
こ
の
本
は
松

平
文
庫
所
蔵
の
大
半
の
本
に
見
ら
れ
る
「
源
忠
房
」
「
文
庫
」
の
印
記
も
見
ら
れ
ず
、
装

釘
や
書
体
か
ら
み
て
近
世
中
期
の
写
本
と
思
わ
れ
、
誤
写
が
す
こ
ぶ
る
多
い
。
よ
っ
て
、

そ
こ
に
虫
損
が
あ
り
、
そ
れ
が
補
修
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
虫
損
と

そ
の
補
修
は
一
九
三
三
年
以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
比
較
的
近
年
に
こ
う
し
た
破

損
の
あ
っ
た
こ
と
に
意
外
性
を
感
じ
た
が
、
刃
物
の
形
跡
な
ど
も
踏
ま
え
る
と
、
何
か

事
件
・
事
故
等
に
で
も
巻
き
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
し
ま
う
。

こ
の
内
閣
文
庫
本
に
つ
い
て
は
、
近
世
・
近
代
の
歴
史
の
波
に
さ
ら
さ
れ
た
跡
が
感

じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
本
は
「
諸
本
集
成
」
に
翻
刻
が
載
る
が
、
誤
写
や
誤
脱
と
思

わ
れ
る
箇
所
が
多
く
見
ら
れ
、
一
般
に
善
本
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
写
本
は
、
『
山
頂
湖

面
抄
」
が
稀
書
で
あ
っ
た
故
に
、
書
誌
的
な
問
題
や
本
文
の
問
題
を
乗
り
越
え
、
今
に

伝
わ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
写
本
に
対
し
て
感
覚
的
な
情
趣
を
述

べ
る
の
は
控
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
自
体
が
語
っ
て
く
れ
る
情
報
に
つ
い
て
は
常
に

敏
感
で
あ
り
た
い
と
思
う
。

四
、
島
原
松
平
文
庫
本
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本
書
で
は
全
文
紹
介
を
略
し
た
。
」
と
記
し
て
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
誤
写
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
容
易
に
は
見
つ
か
ら
な

い
。
書
体
は
能
筆
で
あ
り
、
浄
書
本
の
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
人
名
な
ど
に
朱
筆

を
施
し
て
い
る
模
様
で
あ
り
、
書
写
年
代
は
近
世
後
期
に
至
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ

う
。
な
お
、
島
原
公
民
館
図
書
部
編
「
肥
前
島
原
松
平
文
庫
目
録
』
二
九
六
一
年
）
で

は
「
近
世
初
期
」
の
香
写
を
推
定
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
島
原
松
平
文
庫
本
は
そ
れ

な
り
に
充
実
し
た
形
態
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
写
本
で
あ
り
、
「
諸
本
集
成
」
で
の
酷
評

の
根
拠
は
さ
し
あ
た
っ
て
見
当
た
ら
ず
、
そ
の
見
解
や
姿
勢
に
は
認
め
難
い
点
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

島
原
松
平
文
庫
本
の
本
文
に
最
も
近
し
い
の
は
、
静
嘉
堂
文
庫
本
で
あ
る
。
ま
た
、

島
原
松
平
文
庫
本
の
表
記
の
特
徴
と
し
て
異
本
注
記
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
注
記
は
架
蔵
本
の
よ
う
に
和
歌
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
異

本
注
記
を
、
静
嘉
堂
文
庫
本
と
比
較
し
つ
つ
、
い
く
ら
か
見
て
お
き
た
い
。

・
異
本
注
記
①
静
嘉
堂
文
庫
本
八
丁
目
「
六
條
に
す
み
給
ふ

島
原
松
平
文
庫
本
「
六
條
に
住
給
ふ
と
（
時
ノ

・
異
本
注
記
②
静
嘉
堂
文
庫
本
十
一
丁
目
「
今
夜
斗
は
」

島
原
松
平
文
庫
本
「
今
日
（
夜
イ
ニ
）
計
は
」

．
異
本
注
記
③
静
嘉
堂
文
庫
本
二
十
二
丁
目
「
今
宵
の
あ
ら

島
原
松
平
文
庫
本
「
此
（
今
イ
ニ
）
宵
の
あ
祭

・
異
本
注
記
④
静
嘉
堂
文
庫
本
三
十
五
丁
目
「
平
等
院
の
木
（

島
原
松
平
文
庫
本
「
平
等
院
の
木
下
（
ノ
も
し

八
丁
目
「
六
條
に
す
み
給
ふ
時
に
」

「
六
條
に
住
給
ふ
と
（
時
イ
ニ
）
」

三
十
五
丁
目
「
平
等
院
の
木
の
も
と
に
捨
置
た
る
に
」

「
平
等
院
の
木
下
（
ノ
も
と
二
）
捨
置
た
る
に
」

二
十
二
丁
目
「
今
宵
の
あ
ら
た
な
る
」

「
此
（
今
イ
ニ
）
宵
の
あ
ら
た
な
る
」

こ
れ
ら
を
見
て
み
る
と
、
島
原
松
平
文
庫
本
の
異
本
注
記
の
内
容
が
静
嘉
堂
文
庫
本

の
本
文
と
一
致
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
島
原
本
は
静
嘉
堂
本
を
直
接

校
合
に
用
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
校
合
の
た
め
で
は
な
く
、
島

原
本
が
底
本
と
し
て
写
し
た
そ
の
祖
本
は
ま
た
別
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
祖
本

も
ま
た
静
嘉
堂
本
に
近
し
い
本
文
を
持
つ
写
本
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
。

つ
ま
り
、
島
原
松
平
文
庫
本
は
「
諸
本
集
成
」
の
記
す
よ
う
な
「
誤
写
」
の
多
い
も

の
で
は
な
く
、
異
本
を
も
校
合
し
た
、
文
献
学
的
な
手
法
の
施
さ
れ
た
写
本
で
あ
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
静
嘉
堂
本
よ
り
は
後
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

静
嘉
堂
本
の
書
写
年
代
を
「
諸
本
集
成
」
の
ご
と
く
仮
に
江
戸
時
代
中
期
と
し
た
場
合
、

島
原
本
の
書
写
は
そ
れ
以
降
の
も
の
で
あ
る
と
判
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
推
測
の
域

を
出
な
い
が
、
島
原
藩
の
松
平
家
が
多
く
の
能
筆
の
家
臣
を
抱
え
、
書
写
活
動
に
熱
心

で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
こ
う
し
た
家
臣
た
ち
に
よ
る
書
写
と
い
う
よ
う

に
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
全
く
頼
り
な
い
報
告
で
申
し
訳
な
い
の
で
あ
る
が
、
今
後
も
機
会
を
得
て
調

査
を
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
特
に
神
宮
文
庫
本
や
大
東
急
記
念
文
庫
本
、
天
理
大
学

・
異
本
注
記
⑤
静
嘉
堂
文
庫
本
三
十
八
丁
目
「
ふ
り
き
の
か
は
衣
と
は
」

島
原
松
平
文
庫
本
「
あ
（
ふ
イ
）
り
き
の
か
は
衣
と
は
」

※
（
）
内
が
異
本
注
記

五
、
ま
と
め
に

●
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註
（
１
）
一
九
九
九
年
頃
ま
で
の
「
山
頂
湖
面
抄
」
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
「
諸
本
集

成
」
の
「
解
題
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
の
関
連
す
る
研
究
に
つ
い

図
書
館
本
な
ど
他
に
も
重
要
な
写
本
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
書
誌
情
報
も
知
っ

て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
一
応
の
報
告
と
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
の
は
、
機
会
を
逸
す
る
と
こ
の
よ
う
な
調
査
結
果
の
報
告
が
遅
れ
て
し
ま
う

可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
研
究
者
に
対
し
て
、
よ
り
良
い
情
報
を
早

く
伝
え
た
い
と
も
考
え
た
。

ま
た
本
稿
で
は
、
「
諸
本
集
成
」
に
対
す
る
批
判
を
何
度
か
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
「
諸
本
集
成
」
の
価
値
自
体
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
述

べ
て
お
く
。
こ
の
よ
う
な
根
気
強
い
研
究
成
果
に
本
稿
が
恩
恵
を
受
け
て
い
る
の
は

重
々
承
知
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
書
誌
情
報
を
ど
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
く

か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
な
る
と
考
え
る
。

「
源
氏
物
語
」
そ
の
も
の
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
享
受
盗
料
の
普
誌
学
的
考
察
・

文
献
学
的
考
察
は
、
い
く
ら
か
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
致
し
方
の
な
い
こ
と
で

あ
る
が
、
こ
の
手
の
作
業
を
疎
か
に
し
て
い
る
と
、
「
源
氏
物
語
」
の
理
解
や
解
釈
に
お

い
て
も
大
き
な
落
と
し
穴
が
待
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
危
慎
を

抱
き
な
が
ら
、
今
後
と
も
調
査
研
究
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

・
辻
本
裕
成
弓
光
源
氏
一
部
歌
」
の
基
礎
的
考
察
ｌ
源
氏
読
比
丘
尼
祐
倫
の
教
養
ｌ
」

成
」
の
「
解
題
」
に
ま
と
坐

て
は
以
下
の
論
文
が
あ
る
。

「
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
」
二
十
四
号
（
一
九
九
八
年
）

本
稿
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
・
錐
幹
研
究
「
王
朝
文
学
の
流
布
と
継
承
」
に
お
け
る
研
究
成
果

の
一
部
で
あ
る
。

［
付
記
］

・
古
野
優
子
弓
山
頂
湖
面
抄
」
に
み
ら
れ
る
連
歌
的
側
面
に
つ
い
て
’
二
条
良
基

「
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
」
・
『
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
之
事
」
を
中
心
に
ｌ
」
「
日

本
文
学
研
究
（
梅
光
女
学
院
大
学
こ
三
十
五
号
（
二
○
○
○
年
）

・
辻
本
裕
成
弓
山
頂
湖
面
抄
」
成
立
試
論
ｌ
異
文
は
何
故
生
じ
た
か
ｌ
」
「
南
山
大

学
日
本
文
化
学
科
論
集
」
六
号
（
二
○
○
六
年
）

（
２
）
辻
本
裕
成
二
山
頂
湖
面
抄
」
成
立
試
論
ｌ
異
文
は
何
故
生
じ
た
か
ｌ
」
に
よ
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
諸
本
の
異
同
の
原
因
は
、
祐
倫
自
身
の
文
芸
活
動
に
よ
る
と
い

う
。
「
祐
倫
に
よ
る
「
山
頂
湖
面
抄
」
の
作
成
、
伝
授
は
少
な
く
と
も
三
度
行
わ
れ

た
」
と
し
、
こ
れ
を
「
多
彩
な
異
文
の
生
じ
た
原
因
」
と
推
断
す
る
。
首
肯
で
き

る
説
で
あ
る
。
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