
書

評

五
味
文
彦
著

『
中
世
の
こ
と
ば
と
選
一
絵
巻
は
訴
え
る
』

美
　
　
川

圭

　
本
書
は
、
従
来
の
美
術
史
家
の
研
究
に
よ
っ
て
、
絵
が
鎌
倉
時
代
の
末
に

描
か
れ
、
詞
書
は
後
醍
醐
天
皇
の
筆
跡
に
近
い
と
推
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、

絵
と
詞
書
と
も
に
そ
の
作
者
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
「
絵
師
草
紙
」
と
い
う

魅
力
的
な
絵
巻
物
作
品
の
成
立
に
、
日
本
史
の
側
か
ら
は
じ
め
て
本
格
的
に

せ
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
必
然
的
に
、
日
本
史
と
鼠
文
学
、
美

術
史
と
い
う
学
問
の
境
界
領
域
へ
の
大
胆
な
冒
険
に
乗
り
出
し
た
こ
と
を
意

味
し
、
著
老
の
勇
気
は
特
筆
さ
れ
る
。
全
体
の
構
成
は
「
は
じ
め
に
」
に
加

え
て
十
三
章
か
ら
な
り
、
五
章
、
十
章
、
終
章
に
は
読
老
の
緊
張
を
和
ら
げ

る
か
の
よ
う
に
会
話
体
の
章
が
配
置
さ
れ
、
　
「
作
者
探
し
」
と
い
う
推
理
小

説
の
よ
う
な
進
行
で
読
者
を
飽
き
さ
せ
な
い
配
慮
も
十
分
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
話
の
進
行
の
過
程
で
随
所
に
最
近
の
社
会
史
の
手
法
や
成
果
が
紹
介

さ
れ
、
難
し
い
日
本
中
世
史
の
入
門
書
と
し
て
の
性
格
も
た
っ
ぷ
り
と
も
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ま
れ
に
み
る
ほ
ど
一
般
読
者
に
親
切
な
学
術
書
で
あ

る
本
書
が
、
昨
年
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
を
受
賞
し
た
の
も
、
ま
こ
と
に
も
っ

と
も
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

二

　
ま
ず
一
章
で
、
五
味
氏
は
こ
の
絵
巻
が
架
空
の
こ
と
を
描
い
た
の
で
は
な

く
、
実
在
の
絵
師
が
自
分
の
窮
状
を
絵
巻
に
し
て
訴
え
た
「
絵
巻
の
申
文
」

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
行
為
こ
そ
は
、
自
力
救
済
が
各
人
に
求
め
ら
れ
た
中

世
社
会
の
象
徴
で
あ
る
と
い
う
想
定
か
ら
出
発
す
る
。
二
章
で
は
、
「
参
川

権
守
し
と
よ
ば
れ
る
絵
師
が
は
じ
め
て
伊
予
国
の
所
領
を
賜
っ
た
部
分
の
絵

に
描
か
れ
た
論
旨
を
、
詞
書
の
記
述
と
の
関
連
を
通
し
て
分
析
し
、
正
中
二

（
＝
二
二
五
）
年
九
月
九
日
か
ら
月
末
ま
で
に
発
給
さ
れ
た
、
北
畠
具
行
と
い

う
人
物
を
奉
者
と
す
る
後
醍
醐
の
編
旨
で
あ
る
と
特
定
す
る
。
三
章
で
は
、

絵
の
文
字
残
画
か
ら
伊
予
国
の
所
領
を
「
得
能
保
」
と
す
る
離
れ
技
を
披
露

し
な
が
ら
、
（
た
だ
し
、
な
ぜ
「
得
丸
保
」
で
は
い
け
な
い
の
か
は
説
明
さ

れ
て
い
な
い
）
論
旨
の
文
章
を
鮮
や
か
に
復
元
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
後

醍
醐
の
復
興
政
策
や
論
旨
万
能
主
義
と
絵
師
の
行
動
と
の
密
接
な
関
係
が
追

究
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
四
章
で
は
、
正
中
二
年
一
〇
月
の
申
文
を
と
り
あ
げ

な
が
ら
、
参
川
権
守
と
そ
の
ラ
イ
バ
ル
「
前
壱
岐
守
有
久
」
な
る
絵
師
と
の

東
寺
大
絵
師
職
を
め
ぐ
る
競
望
と
、
そ
の
背
景
を
な
す
皇
統
の
分
裂
に
雷
及

す
る
。
ま
た
、
こ
の
絵
巻
を
口
頭
で
行
う
直
訴
の
一
種
で
あ
る
「
庭
中
」
へ

の
本
訴
状
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
日
付
の
な
い
訴
状
」
と
な
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
、
藤
原
良
章
氏
や
笠
松
宏
至
氏
の
研
究
を
敷
得
し
た
記
述
も
な

さ
れ
魅
力
的
で
あ
る
。
会
話
体
の
五
章
で
は
、
黒
田
日
出
男
氏
ら
に
よ
っ
て

開
発
さ
れ
た
祉
会
史
的
な
手
法
に
よ
る
絵
巻
物
へ
の
接
近
を
、
読
者
に
わ
か

り
や
す
い
よ
う
に
具
体
例
に
も
と
づ
い
て
解
説
し
て
お
り
興
味
深
い
。
こ
こ

ま
で
が
第
一
部
と
い
っ
て
よ
い
部
分
で
あ
る
。
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評

　
六
章
で
は
、
詞
書
が
し
か
る
べ
き
能
書
に
依
穎
さ
れ
た
と
想
定
し
、
後
醍

醐
周
辺
の
入
物
か
ら
「
徒
然
草
」
の
作
者
で
あ
る
ト
部
兼
好
を
と
り
あ
げ
る
。

そ
し
て
、
兼
好
の
恋
文
代
筆
、
酒
宴
・
絵
巻
へ
の
関
心
、
説
誘
の
収
集
、
中

国
書
物
の
知
識
な
ど
の
事
実
を
指
摘
し
、
「
徒
然
草
」
と
「
絵
師
草
紙
」
詞

書
の
相
似
に
言
及
す
る
。
七
章
で
は
兼
好
に
、
検
非
違
使
の
経
歴
か
ら
訴
訟

に
詳
し
い
側
面
、
有
徳
人
に
注
目
す
る
「
徒
然
草
」
か
ら
裕
福
な
商
入
す
な

わ
ち
土
倉
の
側
面
の
存
在
を
推
定
す
る
。
八
章
で
は
、
最
初
に
兼
好
の
自
筆

に
よ
る
申
文
と
「
絵
師
草
紙
」
詞
書
の
筆
跡
比
較
か
ら
詞
書
を
兼
好
の
筆
と

し
、
傍
証
と
し
て
両
老
の
間
に
土
倉
の
存
在
や
職
人
の
世
界
が
窺
わ
れ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
鎌
倉
末
期
を
職
人
が
自
己
主
張
を
は
じ
め
る
時
代
と
と
ら

え
、
後
醍
醐
の
職
人
組
織
政
策
と
の
関
連
を
考
え
る
な
ど
、
こ
こ
に
も
興
味

深
い
叙
述
が
ふ
ん
だ
ん
に
含
ま
れ
る
。
九
章
で
は
絵
師
の
系
譜
を
探
る
な
か
、

鳥
羽
・
後
白
河
院
政
期
に
お
け
る
絵
師
の
家
の
形
成
の
解
明
か
ら
、
当
該
期

に
は
芸
能
と
家
・
財
産
の
三
つ
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
子
孫
に
継
承

さ
れ
、
各
種
芸
能
の
家
も
同
様
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
言
及
さ
れ
る
。

絵
の
な
か
に
馬
の
絵
を
描
く
絵
師
の
子
供
ら
し
い
人
物
を
見
い
だ
し
、
こ
の

「
絵
師
草
紙
」
が
「
家
の
意
識
」
に
も
と
づ
い
て
つ
く
ら
れ
た
と
す
る
な
ど

は
、
鋭
い
指
摘
で
あ
る
。
会
話
体
の
十
章
で
は
、
保
立
道
久
氏
の
論
文
が
批

判
を
う
け
た
「
出
産
の
公
開
」
の
例
な
ど
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
絵
巻
の
分

析
な
ど
各
専
門
の
境
界
領
域
に
お
け
る
研
究
の
重
要
性
と
困
難
さ
を
指
摘
す

る
。
ま
た
絵
巻
と
今
様
の
流
行
か
ら
、
後
白
河
院
の
蒋
代
を
音
声
の
豊
か
な

時
代
と
す
る
よ
う
な
、
五
味
氏
独
特
の
意
味
づ
け
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で

が
第
二
部
と
い
え
よ
う
。

　
次
の
第
三
部
と
い
え
る
十
一
章
に
な
る
と
、
本
格
的
に
「
絵
師
草
紙
」
の

絵
師
を
特
定
す
る
分
析
に
入
っ
て
い
く
。
ま
ず
、
「
絵
師
草
紙
」
と
同
時
期

の
正
中
年
間
に
作
成
さ
れ
た
絵
巻
と
し
て
「
石
山
寺
縁
起
」
が
と
り
あ
げ
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
「
石
山
寺
縁
起
」
が
大
覚
寺
統
と
洞
院
公
賢
の
組
み
合
わ

せ
の
な
か
で
作
成
さ
れ
た
と
し
、
双
方
の
絵
の
比
較
な
ど
を
通
し
て
、
正
中

二
年
の
「
石
山
寺
縁
起
」
の
作
成
の
功
に
よ
り
「
思
川
権
守
」
に
土
地
を
与

え
る
編
旨
が
下
さ
れ
た
と
い
う
ま
こ
と
に
大
胆
な
結
論
に
い
た
る
。
十
二
章

で
は
、
「
絵
師
草
紙
」
と
「
石
出
血
縁
超
」
の
作
者
が
い
ず
れ
も
「
参
川
権

守
」
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
も
と
に
、
両
者
の
共
通
し
た
性
格
を
確
認
し
、

さ
ら
忙
他
の
作
例
を
探
る
な
か
で
「
慕
帰
絵
詞
」
と
い
う
作
品
に
到
達
す
る
。

こ
の
作
品
は
、
従
来
美
術
史
家
に
よ
っ
て
「
石
山
寺
縁
起
」
と
の
雁
行
が
指

摘
さ
れ
、
詞
書
と
絵
の
作
者
と
も
に
判
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

こ
の
「
慕
帰
絵
詞
」
の
二
・
五
・
六
・
八
巻
を
担
当
し
た
藤
原
隆
章
が
「
絵

師
草
紙
」
の
作
者
と
し
て
特
定
さ
れ
る
。
最
後
の
会
話
体
の
終
章
で
は
、
「
平

治
物
語
絵
巻
」
に
つ
い
て
、
そ
の
詞
書
か
ら
出
典
、
火
事
描
写
の
モ
デ
ル
と

な
っ
た
火
災
の
推
定
か
ら
成
立
時
期
、
「
階
子
日
記
」
の
「
墨
筆
」
の
記
述
と

巨
勢
系
図
と
の
関
係
か
ら
作
者
を
特
定
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
わ
か
り
や
す
く
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
作
者
探
し
へ
向
か
う
話
は
よ
ど
み
な
く
進
み
、

そ
こ
に
含
ま
れ
る
草
摺
な
内
容
と
あ
い
ま
り
て
、
多
大
の
示
唆
を
与
え
て
く

れ
る
著
作
で
あ
る
が
、
問
題
点
は
な
い
か
と
い
え
ば
、
正
麿
な
と
こ
ろ
そ
れ

も
ま
た
大
き
い
と
思
う
。
次
に
、
そ
の
よ
う
な
問
題
点
の
具
体
例
を
い
く
つ

か
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
そ
れ
は
ま
ず
、
二
章
の
年
代
特
定
の
部
分
に
表
れ
る
。
絵
に
描
か
れ
た
論
　
⑮

旨
が
宿
紙
で
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の
隆
々
を
蔵
人
で
あ
る
と
し
、
絵
師
の
膝
元
　
鰯



に
鐙
か
れ
た
論
旨
の
包
紙
に
書
か
れ
た
「
少
納
言
」
の
文
字
か
ら
、
論
旨
の

筆
老
を
蔵
人
の
少
納
言
と
特
定
す
る
あ
た
り
に
く
る
い
は
な
い
。
さ
ら
に
、

「
職
事
補
任
」
か
ら
鎌
倉
時
代
の
蔵
人
の
少
納
言
を
拾
う
と
い
う
作
業
に
つ

い
て
も
、
緻
密
か
つ
慎
重
な
実
証
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
以
上
の
部
分
に
反
し
て
、
抽
出
し
た
五
例
か
ら
さ
ら
に
対
象

を
絞
り
込
む
段
階
で
は
、
突
如
と
し
て
考
証
が
性
急
と
な
る
の
で
あ
る
。
問

題
は
詞
書
の
、

　
A
　
す
ぎ
に
し
秋
の
す
へ
っ
か
た
よ
り
、
春
も
す
で
に
な
か
ば
に
な
り
ぬ
る
に
や
、

　
B
　
さ
る
ほ
ど
に
う
か
り
し
年
ハ
く
れ
て
、
あ
ら
た
ま
の
春
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、

と
い
う
部
分
か
ら
即
座
に
、
絵
師
が
論
旨
を
得
た
の
が
、
「
秋
の
す
へ
っ
か

た
」
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
実
を
い
っ
て
、
は
じ
め
て
瀬
野

を
読
み
は
じ
め
た
と
き
、
こ
の
一
九
頁
の
部
分
が
あ
ま
り
に
簡
潔
で
あ
る
こ

と
に
ひ
っ
か
か
っ
て
、
そ
の
後
の
記
述
に
集
中
す
る
の
に
か
な
り
苦
労
し
た
。

実
際
に
こ
の
絵
巻
を
注
意
深
く
読
ん
で
み
る
と
、
こ
の
「
秋
の
す
へ
っ
か
た
」

の
時
点
を
確
定
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
こ

の
部
分
に
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
え
ば
、
五
味
氏
は
こ
こ
で

絵
巻
の
作
成
年
代
を
完
全
に
絞
り
込
み
、
そ
れ
を
大
前
提
に
し
て
そ
の
後
の

叙
述
を
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
こ
に
無
理
が
あ
れ
ば
こ
れ
以
下
の

一
五
〇
頁
に
わ
た
る
部
分
は
い
く
つ
か
あ
る
可
能
性
の
一
つ
に
な
っ
て
し
ま

う
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
絵
巻
全
体
の
な
か
で
右
の
詞
書
A

と
B
が
ど
の
部
分
に
存
在
し
、
そ
こ
か
ら
「
秋
の
す
へ
っ
か
た
」
と
い
う
問

題
の
衷
現
が
ど
の
時
点
を
示
し
て
い
る
か
を
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
四
五
頁
で
五
味
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
詞
書
を
正
確
に
読

ん
で
い
く
と
絵
師
の
「
参
川
重
守
」
の
訴
え
は
少
な
く
と
も
四
度
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
・

　
①
　
絵
に
描
か
れ
た
論
旨
を
得
て
、
朝
恩
と
し
て
土
地
を
取
得
す
る
に
至

　
　
る
訴
訟

　
②
　
法
勝
寺
の
弁
に
対
し
て
な
さ
れ
た
が
、
す
で
に
寺
家
に
付
さ
れ
て
い

　
　
る
と
し
て
却
下
さ
れ
た
訴
訟

　
③
法
勝
寺
の
上
卿
に
対
し
て
な
さ
れ
、
勅
答
を
得
て
土
地
の
返
還
に
至

　
　
る
訴
訟

　
④
　
遠
隔
地
ゆ
え
、
他
の
土
地
と
の
交
換
を
要
求
し
た
上
卿
へ
の
訴
訟

で
あ
る
。
②
の
訴
訟
ま
で
は
、
絵
の
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
③
以
降
は
残

存
し
な
い
か
ら
、
そ
こ
か
ら
は
詞
書
か
ら
し
か
そ
の
時
間
的
経
過
を
判
断
で

き
な
い
。
①
に
つ
い
て
は
、
詞
書
上
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
五
味
馬
の
指

摘
の
よ
う
に
、
論
旨
の
取
得
を
訴
訟
の
結
果
と
推
定
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
A
の
記
述
は
、
④
の
訴
訟
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
記
述
の
直
後
に

書
か
れ
て
お
り
、
な
か
な
か
結
論
の
出
な
い
④
の
訴
訟
の
結
果
を
首
を
長
く

し
て
待
っ
て
い
る
絵
師
の
状
況
を
描
い
て
い
る
部
分
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
、

絵
師
の
心
ぼ
そ
い
心
理
描
写
が
続
け
ら
れ
、
あ
げ
く
の
は
て
一
人
の
子
を
仏

門
に
す
す
ま
せ
た
こ
と
ま
で
が
記
さ
れ
た
後
、
B
の
記
述
に
移
っ
て
い
く
。

④
の
裁
決
が
な
か
な
か
下
ら
な
い
こ
と
に
苦
し
み
悩
む
絵
師
の
姿
が
描
か
れ

て
い
る
部
分
を
素
直
に
読
む
限
り
は
、
そ
の
時
間
が
か
な
り
長
期
に
わ
た
っ

た
こ
と
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
、
「
秋
の
す
へ
っ
か
た
」
と
は
④
の

時
点
を
示
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
①
～
③
の
可
能
性
も
完
全
に

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
少
し
方
法
を
か
え
て
、
絵
と
詞
書
の
な
か
か

ら
時
期
を
示
す
も
の
を
見
つ
け
だ
す
こ
と
に
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
絵
を
注
意
深
く
見
て
み
て
も
、
な
か
な
か
蒔
期
を
明
示
す
る

も
の
を
見
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
目
に
と
ま
る
の
が
、
論
旨
を
読
む
絵
師

の
場
面
の
「
炉
」
と
乱
舞
す
る
絵
師
一
家
の
場
面
の
火
の
燃
え
る
「
炭
櫃
」
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評書

で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
ど
こ
ま
で
季
節
を
特
定
で
き
る
器
物
で
あ
る
の
か
自

信
は
な
い
が
、
寒
い
時
期
、
つ
ま
り
晩
秋
か
冬
か
春
の
は
じ
め
あ
た
り
、
む

し
ろ
冬
の
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
描
か
れ
た
人
々
の
服
装

か
ら
季
節
を
読
み
と
る
能
力
も
、
私
に
は
な
い
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ

う
な
分
析
に
、
近
年
急
速
に
進
ん
で
ぎ
て
い
る
絵
巻
の
読
解
法
が
十
分
に
活

用
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
詞
書
で
は
、
唯
二
①
の
あ
と
現
地
へ
派
遣
し
た
使
者
を
「
雁
の
使
」
と
表

現
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
そ
の
部
分
を
、
前
後
の
文
脈
を
含
め
て
少

し
広
く
読
ん
で
み
る
と
、

　
接
目
ハ
い
そ
ぎ
人
こ
し
ら
へ
っ
つ
、
田
舎
へ
下
つ
か
ハ
し
ぬ
、
さ
る
ほ
ど
に
雲
煙

　
　
を
し
の
ぐ
海
路
も
、
月
日
す
ぐ
れ
バ
、
心
も
と
な
が
り
つ
る
雁
の
使
も
帰
り
来
り

と
あ
り
、
使
者
の
派
遣
か
ら
帰
京
ま
で
の
「
月
日
」
の
経
過
が
記
さ
れ
て
、
し

か
る
の
ち
に
「
雁
の
使
も
帰
り
来
り
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

す
な
わ
ち
こ
の
表
現
は
使
者
の
帰
京
の
部
分
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
雁
帰
る
」
と
い
う
の
は
春
を
示
す
語
で
あ
る
か
ら
、
使
者
の
帰
京
は
年
を
越

し
て
翌
年
の
春
に
な
っ
た
可
能
性
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、

詞
書
は
使
者
の
帰
京
時
を
「
春
」
と
暗
に
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
で
は
、
使
者
の
派
遣
を
五
味
氏
の
よ
う
に
晩
秋
（
九
月
）
と
し
、
使

者
の
帰
京
を
春
で
あ
る
考
え
る
と
す
れ
ぼ
、
矛
盾
な
く
解
釈
可
能
で
あ
る
か

と
い
え
ば
、
そ
う
は
う
ま
く
い
か
な
い
。
こ
こ
で
に
わ
か
に
重
み
を
も
っ
て

く
る
の
が
、
B
の
部
分
で
あ
る
。
B
の
意
味
を
五
味
氏
は
そ
れ
ほ
ど
厳
密
に

は
捉
え
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
「
う
か
り
し
年
」
す
な
わ
ち
「
憂
か
り
し
年
」

が
過
ぎ
て
、
「
あ
ら
た
ま
の
春
」
す
な
わ
ち
「
新
春
」
が
到
来
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
憂
か
り
し
年
」

が
終
わ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
浮
か
れ
し
年
」
が
過
ぎ
た
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
、
つ
ま
り
絵
師
に
と
っ
て
意
に
そ
わ
な
い
つ
ら
く
厳
し
い
年
が
過
ぎ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
絵
師
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
年
と
は
、
論
旨
に
よ
っ
て

話
し
く
所
領
を
獲
得
し
て
喜
び
に
乱
舞
し
た
年
で
は
な
く
、
例
え
ば
派
遣
し

た
使
者
の
報
告
で
獲
得
し
た
所
領
の
支
配
不
可
能
が
判
明
し
、
弁
へ
の
訴
訟

が
失
敗
し
、
上
卿
へ
の
訴
訟
の
裁
定
が
な
か
な
か
下
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な

不
本
意
な
年
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
も
う
一
度
①
～
④
の
時
間
的
経
過
を
整
理
し
て
考
え
て
み
る
と
、

ま
ず
①
と
②
の
間
に
は
少
な
く
と
も
絵
師
の
使
者
の
現
地
（
伊
予
国
）
へ
の

往
復
と
、
現
地
で
の
調
査
の
時
間
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
し
か
も

そ
れ
が
早
急
に
な
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
が
、
詞
書
の
「
月
塾
す
ぐ

れ
バ
」
と
い
う
表
現
か
ら
窺
え
る
。
②
か
ら
③
も
、
中
世
の
裁
判
を
考
え
る

と
、
訴
え
の
提
議
に
は
し
か
る
べ
き
所
縁
つ
ま
り
コ
ネ
を
つ
く
る
必
要
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
即
行
わ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
し
、
詞
書

の
「
東
西
に
ま
ど
ひ
て
馳
か
へ
り
け
る
が
」
と
い
う
表
現
に
も
コ
ネ
を
求
め

て
東
奔
西
走
す
る
絵
師
の
姿
を
想
像
し
う
る
。
③
か
ら
④
に
は
時
間
的
経
過

は
な
い
が
、
④
以
降
現
在
（
絵
巻
作
成
時
）
ま
で
も
既
述
の
よ
う
に
息
子
を

仏
門
に
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
見
れ
ば
、
相
当
の
時
間
が
た

っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
①
～
④
の
四
度
の
訴
訟
と
、
加
え
て
今
回
の
五
度

目
の
訴
訟
が
、
九
月
か
ら
翌
年
の
春
の
な
か
ば
（
二
月
か
三
月
）
ま
で
の
半

年
ほ
ど
の
出
来
事
で
あ
る
と
す
る
五
味
氏
の
推
論
は
か
な
り
無
理
が
あ
ろ
う
。

も
し
本
当
に
半
年
間
の
訴
訟
と
す
れ
ば
大
前
提
、
す
な
わ
ち
こ
の
絵
巻
が
現

実
を
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
疑
義
も
広
が
っ
て
き
て
し
ま
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
何
十
年
に
も
わ
た
っ
て
同
じ
相
論
が
む
し
か
え
さ
れ
る
中
世

の
裁
判
を
、
史
料
の
う
え
で
い
く
つ
も
確
認
し
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
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で
も
こ
の
訴
訟
事
件
は
五
味
氏
の
推
論
の
通
り
と
す
る
と
、
か
な
り
特
異
な

様
相
を
呈
し
て
い
る
。
半
年
間
に
五
度
の
訴
訟
、
そ
れ
は
中
枇
の
裁
判
と
し

て
は
異
例
な
ス
ピ
ー
ド
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
実
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
鎌
倉
後

期
か
ら
後
醍
醐
期
の
裁
判
の
性
格
自
体
を
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
書
が
こ
の
よ
う
な
あ
ま
り
に
も
早
い
裁
判
の
進
行
を
、
後
醍
醐
の
時
代
の

現
実
と
し
て
提
示
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
点
を
掘
り
下
げ
て
い
な
い
の

は
や
は
り
も
の
足
ら
な
さ
と
し
て
の
こ
る
こ
と
に
な
る
。

　
五
味
氏
の
よ
う
に
断
定
す
る
ま
で
に
は
至
ら
ず
、
も
っ
と
も
高
い
可
能
性

と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
が
、
私
が
こ
の
絵
巻
の
時
間

の
進
行
を
推
測
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
新
し
い
所
領
を
与
え
ら

れ
る
論
旨
を
え
た
の
は
、
一
年
目
の
晩
秋
か
冬
で
確
定
は
不
可
能
で
あ
る
が
、

冬
の
可
能
性
の
方
が
若
干
高
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
す
ぐ
に
伊
予

国
に
使
者
が
派
遣
さ
れ
、
帰
京
し
た
の
が
翌
年
つ
ま
り
二
年
目
の
春
で
あ
る
。

法
勝
寺
の
弁
へ
の
訴
訟
の
時
期
（
②
）
は
全
く
わ
か
ら
な
い
が
、
上
卿
へ
の

訴
訟
（
③
）
は
そ
の
年
の
秋
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
遠
隔
地
ゆ

え
他
の
土
地
と
の
交
換
を
要
求
し
た
訴
訟
（
④
）
を
、
A
に
あ
る
「
秋
の
す

へ
っ
か
た
」
と
考
え
る
と
、
A
の
部
分
は
二
年
目
も
終
わ
っ
て
三
年
目
の
春

の
な
か
ば
と
な
る
。
さ
ら
に
、
私
は
既
述
の
想
定
を
す
す
め
て
、
こ
の
三
年

目
を
B
の
「
う
か
り
し
年
」
と
考
え
て
み
た
。
「
御
案
あ
る
べ
し
」
と
い
う

上
卿
の
期
待
を
も
た
せ
る
返
答
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
の
御
沙
汰
も
な
く
三

年
目
の
「
う
か
り
し
年
」
も
暮
れ
て
い
く
。
心
細
さ
の
あ
ま
り
絵
師
は
、
こ

の
三
年
鼠
に
一
人
の
子
に
仏
門
を
く
ぐ
ら
せ
る
。
あ
と
は
神
仏
に
す
が
る
の

み
で
あ
る
。
B
の
時
点
は
「
あ
ら
た
ま
の
春
」
と
あ
る
か
ら
、
四
年
目
の
新

年
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
絵
師
は
、
こ
の
絵
巻
を
作
成
し
て
五
度
目
の
訴

訟
を
企
て
る
。
足
掛
け
四
年
で
五
度
の
訴
訟
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
現
実
離

れ
し
た
も
の
で
も
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
絵
師
が
論
旨
を
得
た
時
期
は
冬

の
可
能
性
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
一
八
頁
の
2
～
5
は
い
ず
れ
も
あ
り
え
る
こ

と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
、
蒔
期
を
限
定
し
て
い
く
方
法
は
こ
の
ま
ま
で
は
無

理
な
の
で
あ
る
。

　
あ
と
二
点
ほ
ど
、
本
書
の
目
立
っ
た
問
題
箇
所
を
指
摘
し
よ
う
コ
八
章
冒

頭
の
九
六
～
七
頁
に
は
「
大
徳
寺
文
書
」
の
「
沙
弥
兼
好
売
券
」
と
絵
師
草

紙
詞
書
の
冒
頭
が
掲
げ
ら
れ
、
両
者
が
「
第
一
勘
」
と
し
て
似
て
い
る
と
す

る
。
氏
は
、
こ
の
比
較
を
直
感
の
領
域
で
あ
る
か
ら
決
め
手
は
な
い
と
慎
重

に
述
べ
な
が
ら
も
、
他
の
部
分
で
の
詞
書
が
ト
部
兼
好
の
手
に
な
る
と
す
る

論
証
は
状
況
証
拠
の
域
’
を
出
て
お
ら
ず
、
こ
の
筆
跡
比
較
を
重
要
な
証
拠
と

し
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
写
真
を
見
る
限
り
ど
う
し
て

も
私
に
は
両
者
を
同
筆
と
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
異
筆
と
見
る

方
が
自
然
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
比
較
も
詞
書
の
作
者
を
特
定
す
る
と

い
う
目
的
に
と
っ
て
は
重
要
な
部
分
で
あ
り
、
第
二
部
の
山
場
に
あ
た
る
か

ら
、
こ
こ
が
突
破
で
き
な
け
れ
ば
他
の
人
物
の
可
能
性
が
消
え
去
ら
な
い
こ

と
に
な
る
。

　
十
一
章
で
は
、
＝
一
一
四
頁
以
下
に
「
石
山
寺
縁
起
」
と
の
絵
の
比
較
が
重

ね
ら
れ
、
同
筆
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
疑
問
が
多
い
。
似
て
い
る
似

て
い
な
い
は
相
当
に
主
観
的
な
判
断
を
と
も
な
い
そ
れ
自
体
危
険
で
あ
る
が
、

ま
し
て
や
掲
げ
ら
れ
て
い
る
写
真
を
見
る
限
り
で
は
と
て
も
同
筆
と
は
思
え

な
い
。
似
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
は
、
既
述
の
よ
う
に
正
中

二
年
に
論
旨
が
下
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
に
「
石
山
寺
縁
起
」
と
の
関
係
が
論

じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
年
代
確
定
に
疑
問
が
あ
れ
ば
二
重
の
意
味
で
客
観
性

に
欠
け
る
こ
と
に
な
る
。
十
二
章
で
も
絵
の
比
較
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
が
絵
師
の
特
定
の
重
要
な
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
う
し
て
も
納
得
す
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評書

る
に
は
い
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

四

　
こ
の
本
の
最
大
の
問
題
は
、
以
上
の
よ
う
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
考
証
の

強
引
さ
が
目
に
つ
く
点
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
こ
と
を
五
味
氏
自
身
も
十
分

認
識
し
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
会
話
体
の
十
章
で
は
詞
書
の

作
者
を
兼
好
と
す
る
推
定
に
つ
い
て
、
登
場
人
物
に
「
だ
が
決
め
手
は
な
さ

そ
う
だ
ね
。
で
も
こ
う
い
う
の
は
早
く
い
っ
た
ほ
う
が
勝
ち
。
そ
う
じ
や
な

い
P
」
と
語
ら
せ
、
終
章
で
も
「
き
っ
と
ま
だ
ま
だ
推
測
に
す
ぎ
な
い
」
「
批

判
を
た
っ
ぷ
り
受
け
る
と
し
て
」
「
守
り
よ
り
攻
め
」
「
こ
の
絵
巻
を
絶
対
も

の
に
す
る
、
之
ま
ず
は
自
分
に
暗
示
を
か
け
る
の
も
大
事
だ
よ
」
な
ど
と
述

べ
さ
せ
て
い
る
。

　
本
書
の
方
法
は
、
決
定
的
証
拠
が
存
在
し
な
く
と
も
、
結
論
に
虫
け
て
多

く
の
状
況
証
拠
を
積
み
上
げ
て
い
く
点
に
特
徴
が
あ
る
。
た
と
え
「
冤
罪
事

件
」
を
お
こ
し
て
も
あ
と
か
ら
他
人
に
よ
る
学
問
上
の
批
判
を
う
け
れ
ば
よ

い
こ
と
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
厳
密
な
考
証
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
前
に
進
ま
な

い
方
が
学
問
の
進
歩
や
活
性
化
に
と
っ
て
は
る
か
に
問
題
が
大
き
い
と
主
張

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
に
、
二
章
に
お
け
る
作
成
年
代
の
問
題
を
、

私
が
試
み
た
よ
う
に
厳
密
に
行
お
う
と
す
れ
ば
、
可
能
性
を
絞
り
込
む
こ
と

が
で
き
ず
、
以
後
の
叙
述
が
一
歩
も
前
に
進
ま
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

も
な
り
か
ね
な
い
。

　
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
私
は
そ
の
よ
う
な
五
味
氏
の
考
え
に
は
や
は

り
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
学
問
の
進
歩
や
活
性
化
の
欠
如
は
、
厳
密
な
考
証

ゆ
え
に
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
大
胆
な
推
論
や
仮
説
の
提
示
が
枯
渇
す
る
た

め
に
お
こ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
目
的
を
も
た
な
い
実
証
の
た
め
の
実
証

が
横
行
す
る
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
胆
で
問
題
意
識
を
有
し
た
推
論
や

仮
説
が
、
可
能
な
限
り
の
事
実
の
検
証
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
吟
味
さ
れ
、
淘

汰
や
修
正
と
い
う
過
程
を
通
じ
て
、
学
問
の
前
進
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
五
味
氏
に
は
、
文
献
史
学
の
分
野
で
営
々
と
築
き
上
げ
ら
れ
て

き
た
厳
密
な
方
法
を
損
う
こ
と
な
く
、
他
分
野
へ
の
大
胆
な
冒
険
に
出
て
ほ

し
か
っ
た
と
い
う
思
い
が
残
る
。
ま
た
、
他
分
野
に
ま
で
十
分
専
門
的
た
る

こ
と
は
無
理
と
し
て
も
、
読
者
が
納
得
し
う
る
婁
例
に
基
い
た
論
旨
の
展
開

が
も
う
少
し
必
要
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
書
は
、
大
胆
な
推
論
や

仮
説
の
面
で
大
き
な
成
果
が
あ
り
、
厳
密
で
は
あ
る
が
無
目
的
な
考
証
が
限

り
な
く
続
く
よ
う
な
大
部
の
書
物
よ
り
も
は
る
か
に
魅
力
的
か
つ
刺
激
的
で

あ
る
が
、
事
実
の
検
証
や
客
観
的
証
拠
の
追
究
と
い
う
面
で
は
大
き
な
問
題

を
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
付
記
　
入
稿
後
、
宮
島
新
一
「
歴
史
と
絵
画
「
絵
師
草
子
」
の
場
合
L
（
『
歴

史
と
地
理
』
四
三
三
、
一
九
九
一
年
）
に
接
し
た
。
そ
こ
で
は
、
美
術
史
の

立
場
か
ら
、
五
味
氏
の
方
法
で
は
製
作
年
代
の
近
似
性
は
言
え
て
も
、
絵
師

の
異
同
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
根
本
的
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
文
献

史
学
の
問
題
提
議
に
よ
る
、
美
術
史
側
か
ら
の
反
応
と
し
て
、
学
際
的
研
究

の
進
展
を
示
す
貴
重
な
発
言
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
私
が
詳
説
し
た
年
代
比

定
に
つ
い
て
は
、
「
興
行
の
沙
汰
」
の
一
句
に
よ
る
五
味
説
を
飼
眼
と
し
て

是
と
す
る
が
、
笠
松
宏
至
「
中
世
の
政
治
社
会
思
想
」
（
『
日
本
中
世
法
史
論
』

東
京
大
学
出
版
会
、
　
一
九
七
九
年
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
「
興
行
の
沙
汰
」
は

鎌
倉
後
期
弘
安
年
間
以
来
の
政
治
動
向
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
後
醍
醐

期
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
（
新
書
版
　
一
九
二
頁
　
一
九
九
〇
年
一
一
月
中
央
公
論
社
五
八
○
円
）
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