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■中
世
研
究
の
は
じ
ま
り
は
近
江

川
那
部

脇
田
さ
ん
は
、
お
能
の
達
人

だ
そ
う
で
す
ね
。

脇
田

玄
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
六

歳
か
ら
始
め
て
、
小
学
校
の
二
年
で
子こ

方か
た

を
し
ま
し
た
。
こ
の
秋
に
は
彦
根
の

能
楽
堂
で
「
井い

筒づ
つ

」、
来
年
に
は
観か

ん

世ぜ

会
館
で
「
求
も
と
め

塚づ
か

」、
再
来
年
は
「
卒そ

塔と

婆ば

小こ

町ま
ち

」。
そ
れ
で
打
ち
止
め
と
思
っ

て
る
ん
で
す
。

川
那
部

中
世
へ
興
味
を
持
た
れ
た
の

に
は
、
そ
の
こ
と
も
関
係
し
ま
す
か
。

脇
田

え
え
。
中
世
を
国
文
学
で
や
ろ

う
か
、
歴
史
で
や
ろ
う
か
と
思
い
ま
し

た
か
ら
。

川
那
部

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
日
本
で

も
、
中
世
は
暗
黒
・
停
滞
の
時
代
だ
と

思
わ
れ
て
い
た
の
が
、
じ
つ
は
中
々
の

時
代
だ
っ
た
し
、
現
代
に
つ
な
が
っ
て

い
る
、と
評
価
さ
れ
て
来
て
い
ま
す
ね
。

橋
本

卒
業
論
文
の
た
め
に
農
村
調
査

に
行
か
れ
て
、
商
業
史
の
ほ
う
に
移
ら

れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
が
。

脇
田

う
ち
は
町ま
ち

家や

で
し
て
…
。
京
都

な
ど
都
市
の
資
本
は
、
平
安
・
鎌
倉
の

時
代
か
ら
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
に
対

し
て
、
農
村
か
ら
商
人
が
出
て
き
た
の

は
、
南
北
朝
の
時
代
か
ら
で
、
こ
の
新

興
商
人
の
こ
と
の
良
く
判
る
の
が
近
江

な
ん
で
す
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ま
で
全
く

縁
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
近
江
を
や

る
こ
と
に
し
た
ん
で
す
。

当
時
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
全
盛
の
時
代

で
、
農
業
は
生
産
そ
の
も
の
だ
け
れ
ど
、

商
業
は
流
通
だ
け
だ
か
ら
つ
ま
ら
ん
と

い
う
考
え
が
は
び
こ
っ
て
ま
し
た
。

「
商
品
経
済
が
入
っ
て
そ
の
農
村
が
ど

つ
に
、「
む
ら
」
が
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の

文
書
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
も
村
箪だ
ん

笥す

と
か
、「
開
け
ず

の
箱
」
の
中
と
か
に
。

川
那
部

そ
の
よ
う
で
す
ね
。
そ
れ
が

散
逸
し
な
い
よ
う
に
、
橋
本
さ
ん
が
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
組
ん
で
、
努
力
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
む
ら
ご
と
に
全
く
逆

の
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
り
は
し
ま
せ

ん
か
。
特
に
権
利
を
め
ぐ
っ
て
の
争
い

な
ど
に
は
。

脇
田

喧
嘩
は
も
う
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
で

す
。
む
し
ろ
争
論
の
文
書
ば
っ
か
り
。

商
人
に
関
し
て
も
そ
う
で
、
日
常
茶
飯

事
の
記
録
は
残
り
ま
せ
ん
。

川
那
部

そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
夫
婦
仲

が
良
い
だ
け
の
話
は
、
小
説
に
も
な
ら

な
い
し
。（
笑
）

脇
田

仲
良
く
や
っ
て
い
た
と
き
の

「
む
ら
」
の
歴
史
は
書
け
な
い
ん
で
す
。

た
だ
不
思
議
な
の
は
、
中
世
は
水
路
で

も
の
を
す
ご
く
運
搬
し
て
い
た
の
に
、
近

江
に
は
そ
れ
に
関
す
る
文
書
が
な
い
こ
と

で
す
。
道
路
の
修
理
の
ほ
う
は
あ
る
の
に
。

川
那
部

道
路
は
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
け
れ
ど
、
水
は
勝
手
に
流
れ
て
く

る
か
ら
、
と
は
言
え
ま
せ
ん
か
。（
笑
）

脇
田

水
路
を
き
っ
ち
り
す
る
の
は
大

事
だ
し
、
水
利
権
も
あ
る
か
ら
。
京
都

の
桂
用
水
に
つ
い
て
は
、
連
帯
し
て
維

持
し
て
い
る
記
録
も
残
っ
て
い
る
ん
で
す
。

う
変
わ
る
か
、
と
い
う
こ
と
し
か
や
っ

た
ら
あ
か
ん
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
も
の

で
す
。（
笑
）

橋
本

「
農
村
を
や
ら
な
い
と
歴
史
学

で
は
な
い
」
み
た
い
な
、
そ
う
い
う
時

代
が
や
は
り
あ
っ
た
の
で
す
ね
。

脇
田

そ
れ
を
押
し
き
っ
て
商
業
を
や

っ
た
ん
で
す
が
、
古
い
時
代
か
ら
の
町

の
商
売
の
調
査
も
必
要
だ
と
感
じ
て
、

大
和
そ
し
て
京
都
に
研
究
対
象
を
拡
げ

ま
し
た
。

■自
治
組
織
が
強
か
っ
た
近
江
の
村

脇
田

中
世
の
自
治
は
、
近
江
の
村
が

い
ち
ば
ん
強
い
ん
で
す
。
大
和
に
も
あ

る
け
ど
、
領
主
権
力
が
う
ん
と
強
い
。

川
那
部

ど
ん
な
領
主
で
す
か
。

脇
田

大
和
に
は
、
例
え
ば
興
福
寺
が

あ
り
ま
す
。
法
隆
寺
な
ん
か
も
強
い
で

す
よ
、
支
配
の
仕
方
が
。
だ
か
ら
村
の

自
治
は
あ
る
け
ど
、
弱
い
ん
で
す
。

川
那
部

近
江
に
も
、
例
え
ば
延
暦
寺

や
三
井
寺
が
あ
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
和
よ
り
近
江

の
方
が
自
治
の
強
い
理
由
は
、
何
な
の
で

し
ょ
う
か
。

脇
田

大
和
の
場
合
は
、
興
福
寺
が
完

全
に
握
っ
て
い
て
、
村
の
土
豪
を
全
部

組
織
し
て
い
ま
す
。
一
枚
岩
に
な
っ
て

る
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
近
江
に
は
、
比

叡
山
の
ほ
か
に
例
え
ば
佐
々
木
が
い

て
、
そ
の
佐
々
木
も
二
つ
に
分
か
れ
て

い
ま
す
。
比
叡
山
の
文も
ん

書じ
ょ

が
信
長
に
焼

か
れ
ず
に
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
れ
ば
、

も
う
ち
ょ
っ
と
は
比
叡
山
が
強
く
見
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
…
。

川
那
部

な
る
ほ
ど
。

脇
田

近
江
に
自
治
が
強
い
証
拠
の
一

近江中世の
「むら」を探る
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■中
世
か
ら
近
世
へ

橋
本

そ
の
後
、
女
性
史
な
ど
に
研
究

を
拡
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
き
っ
か

け
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

脇
田

都
市
に
は
、
女
性
の
商
人
が
多

い
ん
で
す
よ
。
そ
れ
に
商
業
世
界
で
は
、

被
差
別
民
が
活
躍
す
る
ん
で
す
。
そ
れ

で
、
女
性
史
・
部
落
史
に
関
心
を
持
ち

ま
し
た
。

川
那
部

都
市
の
商
業
に
、
農
民
出
身

で
な
い
人
も
多
い
の
は
、
土
地
を
所
有

し
な
い
人
が
流
れ
入
っ
た
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
。

脇
田

底
辺
は
そ
う
で
す
ね
。し
か
し
、

村
落
共
同
体
と
近
江
商
人
は
不
可
分
の

組
織
な
ん
で
す
よ
、
商
業
座
と
宮
座
が

ね
。
そ
し
て
、
村
か
ら
弾
か
れ
た
人
た

ち
や
金
持
ち
の
子
で
も
浮
い
た
人
が
町

に
出
て
き
て
、
平
等
な
特
権
団
体
を
組

む
。
警
察
権
や
裁
判
権
も
行
使
す
る
自

治
で
す
ね
。

川
那
部

京
都
で
も
自
治
組
織
を
持
っ

て
い
る
の
は
、表
通
り
の
人
々
だ
け
で
、

路
地
の
人
々
は
違
っ
た
の
で
し
ょ
う
？

今
も
信
じ
る
人
の
多
い

「
直
線
的
な
進
歩
」
の
幻
想
を
、

打
ち
砕
く
こ
と
も

歴
史
の
役
割
で
す
ね
。
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脇
田

滋
賀
県
で
話
を
さ
せ
ら
れ
る
と

良
く
言
う
ん
で
す
。
信
長
・
秀
吉
を
顕

彰
し
て
、
安
土
城
を
や
る
の
も
良
い
け

れ
ど
、
あ
れ
は
二
人
と
も
近
江
の
征
服

者
。
ま
る
で
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
お
城
を

復
元
す
る
よ
う
な
も
の
だ
、
と
。（
笑
）

■男
女
関
係
か
ら
見
た
中
世
の
暮
ら
し

橋
本

庶
民
の
暮
ら
し
は
ど
う
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

脇
田

女
性
史
の
立
場
か
ら
言
い
ま
す

と
ね
。
平
安
時
代
は
「
妻つ
ま

問ど

い
婚
」
で
、

男
が
女
の
家
へ
行
き
、
正
式
な
妻
が
何

人
い
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
体
制
で

す
。
そ
れ
が
平
安
後
期
な
い
し
鎌
倉
初

期
に
な
る
と
は
じ
め
て
、
男
と
女
が
ず

っ
と
同
居
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
の

あ
い
だ
の
子
ど
も
と
一
緒
に
暮
ら
し
ま

す
。
つ
ま
り
正
妻
は
一
人
に
な
っ
て
、

妻
の
座
が
確
立
す
る
ん
で
す
。
ど
ち
ら

も
親
と
は
一
緒
に
暮
ら
し
ま
せ
ん
か

ら
、
嫁
姑
関
係
は
な
い
。
こ
れ
が
中
世

の
家
族
の
か
た
ち
で
す
。
そ
れ
が
近
世

に
な
り
ま
す
と
、
い
わ
ゆ
る
「
嫁
入
り

婚
」
に
な
る
ん
で
す
。

川
那
部

は
は
あ
。
妻
の
権
利
は
中
世

が
い
ち
ば
ん
強
い
。

脇
田

夫
婦
と
子
ど
も
か
ら
な
る
家

が
仕
事
の
単
位
で
す
か
ら
、
奥
さ
ん

の
力
が
絶
対
に
強
く
な
り
ま
す
。
家

内
労
働
が
そ
の
ま
ま
社
会
労
働
に
な

る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
近
江
商
人
の

世
界
で
は
、
だ
ん
な
が
商
売
に
出
て

い
っ
て
、
家
を
取
り
し
き
っ
て
い
る

の
は
お
か
み
さ
ん
、
こ
れ
が
ほ
ん
と

う
の
意
味
の
奥
さ
ん
で
あ
り
、
御ご

寮
り
ょ
ん

さ
ん
で
す
。「
む
ら
」
に
は
夫
の
た
め

の
「
本
座
」
が
あ
る
と
同
時
に
「
女
房

5■ うみんど 第24号

座
」
が
あ
り
ま
す
。
お
供
え
物
も
、
本

座
は
酒
一
斗
に
対
し
て
、
女
房
座
は
三

升
だ
っ
た
か
で
す
。
分
家
な
ど
が
入
る

「
新し
ん

座ざ

」
は
、
そ
の
下
で
す
。
近
江
の

祭
礼
に
は
、
わ
り
に
夫
婦
で
一
緒
に
す

る
も
の
が
、
今
も
多
い
ん
で
す
。
近
ご

ろ
、
竹
生
島
の
蓮れ
ん

華げ

会え

の
こ
と
を
調
べ

て
い
ま
す
が
、
尋
ね
る
と
「
男
が
中
心
」

と
言
わ
れ
る
ん
で
す
け
ど
、
あ
れ
は
、
夫

婦
一
緒
に
舟
に
乗
り
、
親
戚
も
み
な
一

緒
に
乗
っ
て
、
だ
ー
っ
と
行
く
ん
で
す
。

■歴
史
を
振
り
返
る
こ
と

脇
田

だ
い
ぶ
ん
前
で
す
が
、
女
性
史

の
講
義
の
感
想
に
、「
今
の
世
に
生
ま

れ
て
幸
せ
だ
」
と
言
う
も
の
ば
か
り
出

て
き
て
困
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
女

性
は
中
世
に
は
、
ま
さ
に
社
会
労
働
に

携
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

社
会
で
は
、
収
入
を
持
っ
て
帰
れ
ば
立

場
は
強
く
な
る
け
れ
ど
、
そ
れ
が
重
要

な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

川
那
部

今
も
信
じ
る
人
の
多
い
「
直

線
的
な
進
歩
」の
幻
想
を
、
打
ち
砕
く
こ

と
も
歴
史
の
役
割
で
す
ね
。

脇
田

ま
た
、「
歴
史
的
」
と
か
「
伝

統
的
」
と
か
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
に

は
、
意
外
に
新
し
い
も
の
が
多
い
ん
で

す
。
相
撲
や
芸
能
に
お
け
る
女に
ょ

人に
ん

禁き
ん

制ぜ
い

な
ん
て
、
近
世
の
中
ご
ろ
に
発
生
し
た

も
の
で
す
。
神
社
や
お
寺
の
由
来
書
に

は
、
聖
し
ょ
う
武む

天
皇
や
行
ぎ
ょ
う

基き

に
始
ま
っ
て
い

る
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
ほ

と
ん
ど
が
中
世
の
作
り
ご
と
で
す
。
安あ
ん

居ご

院い
ん

や
三
條
西
實さ
ね

隆た
か

な
ど
が
作
っ
て
い

ま
す
が
、
實
隆
の
日
記
を
見
れ
ば
、
頼

ま
れ
て
ど
の
よ
う
に
で
っ
ち
上
げ
た

か
、
は
っ
き
り
と
書
い
て
い
ま
す
。
お

能
だ
っ
て
、
平
安
時
代
を
素
材
と
し
た

も
の
が
、
室
町
時
代
的
に
作
り
か
え
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。「
旧ふ
る

き
を
尋
ね
」

て
そ
の
変
遷
を
知
れ
ば
、
現
在
の
位
置

づ
け
が
判
り
、
未
来
へ
の
展
望
を
も
つ

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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脇
田

そ
う
で
す
。
そ
し
て
表
通
り
に

つ
い
て
は
平
等
で
、
入
に
ゅ
う

座ざ

の
年
齢
順
で

行
き
ま
す
。
裏
の
人
は
権
利
が
全
然
違

う
。
そ
の
代
わ
り
借
料
や
ら
は
う
ん
と

安
い
。
だ
か
ら
、
す
べ
て
の
構
成
員
に

よ
る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
自
力
救

済
の
自
治
な
ん
で
す
、
中
世
は
。
道み
ち

普ぶ

請し
ん

を
一
所
懸
命
や
っ
て
、
そ
の
権
利
を

商
人
が
持
つ
ん
で
す
。
関
所
も
い
っ
ぱ

い
出
来
て
、
通
行
料
を
取
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
家
が
あ
っ
て
、「
む
ら
」
と
言

う
共
同
体
が
あ
っ
て
、
そ
の
連
合
が
あ

っ
て
、
下
か
ら
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
時
代
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
を

外
れ
た
ら
食
い
詰
め
て
し
ま
う
、
そ
う

い
う
厳
し
さ
は
あ
り
ま
す
。

川
那
部

近
世
に
な
る
と
…
。

脇
田

統
一
権
力
が
全
部
を
握
り
ま

す
。
関
所
は
撤
廃
さ
れ
て
、「
む
ら
」

の
収
入
で
は
な
く
な
る
。「
太
閤
検
地
」

に
よ
っ
て
、
名
主
と
小
作
人
が
同
じ
年

貢
に
な
る
。
特
許
を
持
っ
て
い
た
座
を

排
除
し
て
、
自
由
な
「
楽
市
楽
座
」
に

す
る
の
で
す
が
、
そ
の
自
由
を
享
受
す

る
の
は
大
き
い
問
屋
す
な
わ
ち
御
用
商

人
に
な
る
。

川
那
部

「
楽
市
楽
座
」
は
近
江
、
安

土
が
最
初
で
し
た
か
。

脇
田

楽
市
の
初
見
は
六
角
氏
の
石

寺
、
今
の
安
土
町
で
す
。
信
長
の
最
初

は
加
納
、
今
の
岐
阜
市
で
す
。
そ
し
て
、

少
し
遅
れ
る
け
れ
ど
よ
く
判
る
の
が

金
森

か
ね
が
も
り
、
守
山
市
の
金
森
で
す
。
あ
れ
は

村
落
領
主
が
お
寺
に
な
っ
て
い
る
。
確

か
川
那
部
さ
ん
の
と
こ
ろ
の
本
家
で
し

た
ね
。

川
那
部

え
え
。
四
百
年
ほ
ど
前
の
本

家
。（
笑
）

「
歴
史
的
」と
か「
伝
統
的
」と
か
と

言
わ
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
意
外

に
新
し
い
も
の
が
多
い
ん
で
す
。

『湊
みなと

はん志
じ

やう画
え

巻
まき

』
（大津　札の辻付近のにぎわい・江戸時代）
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