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近
江
の
地
に
お
け
る
水
探
求
は
二
〇
一
〇
年
か
ら
始
め
て
い
る
。

　

造
形
表
現
を
主
た
る
研
究
と
す
る
私
が
何
故
こ
の
テ
ー
マ
に
着
手
し
た

か
少
し
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。
大
き
な
理
由
は
遡
っ
て
二
〇
〇
七
年
に

ス
イ
ス
・
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
レ
マ
ン
湖
畔
で
行
な
わ
れ
た
水
を
テ
ー
マ
に
し

た
展
覧
会
に
作
品
を
出
品
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
水
を
作
品
の
重
要
な

要
素
と
し
て
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
こ
の
時
期
か
ら
で
あ
る
。
作
品
プ

ラ
ン
は
び
わ
湖
と
レ
マ
ン
湖
、
双
方
の
水
を
汲
み
、
一
度
凍
ら
し
た
二
つ

の
水
を
少
し
離
し
て
一
つ
の
プ
レ
ー
ト
に
設
置
す
る
。
や
が
て
二
つ
の
水

（
氷
）
が
外
気
に
触
れ
溶
け
出
し
、
双
方
は
表
面
積
を
広
げ
張
力
に
引
き

合
い
、
や
が
て
一
つ
の
塊
と
な
る
。
こ
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
み
せ
る
状

況
設
定
が
作
品
で
あ
る
。

　

作
品
名
を
「
全
体
︱
水
」
と
題
す
る
こ
と
に
し
た
。
固
有
の
文
化
や
歴

史
と
く
ら
し
を
背
負
っ
た
双
方
の
水
（
氷
）
が
時
間
と
共
に
形
態
を
崩
し

な
が
ら
一
つ
の
水
溜
り
に
な
る
。
そ
の
時
点
で
固
有
性
を
失
い
、
何
処
の

モ
ノ
で
も
な
い
只
の
水
と
な
る
の
だ
。「
唯
一
無
二
の
固
有
の
存
在
」と「
全

て
を
包
括
す
る
名
も
無
き
存
在
」
と
い
う
観
念
を
造
形
表
現
と
し
て
表
出

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
近
江
（
滋
賀
県
）
に
戻
っ
た
私
は
太
湖
を
前
に
し
な
が
ら
四
方
八

方
か
ら
集
っ
て
く
る
「
近
江
の
水
源
」
を
想
像
し
た
。
一
一
八
本
の
一
級

•••••••••••••••••••••••••••••••
Title :
The Water of Omi : Part Two

Summary : 
I began making artworks using water I collected from springs 
throughout Shiga Prefecture in 2010. This marked the start of 
what has become my ongoing investigation of the background 
and roots of the various springs of Shiga Prefecture, most of 
which have names that can be traced back to traditional stories, 
area names, and the like. The focus of my current research is on 
the life that sprang up around water sources and the cultures to 
which the water gave rise.
•••••••••••••••••••••••••••••••
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河
川
が
流
れ
込
み
瀬
田
川
一
本
が
出
口
と
な
っ
て
下
流
域
を
潤
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
人
々
の
く
ら
し
や
生
業
は
太
湖
に
注
が
れ
る
川
沿
い
や
湖
岸

沿
い
を
囲
う
よ
う
に
育
ま
れ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
上
流
の
方
へ
、

く
ら
し
や
生
業
と
一
体
化
し
た
水
場
へ
と
興
味
を
向
け
る
事
と
な
っ
た
。

近
江
の
く
ら
し
は
一
極
集
中
に
な
り
得
な
い
、
一
つ
ひ
と
つ
の
生
活
が
、

び
わ
湖
全
体
の
生
活
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、「
個
で
あ
り
全
体

で
あ
る
」
水
に
迫
っ
て
み
る
。

一
、
結
い
の
水
、集
い
の
水（
ゆ
い
の
み
ず
、つ
ど
い
の
み
ず
）  

　

地
域
の
人
々
に
よ
っ
て
長
く
親
し
ま
れ
生
活
に
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
は

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
歴
史
が
受
継
が
れ
証
明
し
て
き
た
こ
と
に

よ
り
、
史
跡
や
文
化
財
的
な
存
在
感
を
放
つ
こ
と
と
な
っ
た
水
場
に
焦
点

を
当
て
る
。

　

そ
の
前
に
私
が
湧
き
水
を
汲
む
時
に
必
ず
行
う
記
録
か
ら
話
を
進
め
る

と
、
当
然
の
事
な
が
ら
写
真
撮
影
を
行
う
の
で
あ
る
が
そ
の
決
ま
り
事
は

三
点
で
あ
る
。
一
つ
目
は
水
が
湧
き
出
る
様
子
と
周
辺
の
景
色
全
体
を
画

面
に
取
り
入
れ
、
水
場
が
ど
の
よ
う
な
環
境
で
あ
る
か
を
撮
影
す
る
。
そ

の
理
由
は
こ
の
環
境
が
今
日
現
在
は
保
た
れ
て
い
る
が
、
近
い
将
来
そ
の

状
態
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
に
私
自
身
が

湧
き
水
を
汲
む
様
子
を
同
行
者
が
撮
影
す
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
確
実

に
自
身
が
そ
の
湧
水
を
汲
水
（
き
っ
す
い
）
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
と
し

て
、
で
あ
る
。
最
後
に
取
水
口
の
ア
ッ
プ
、
或
は
湧
き
出
る
水
面
の
様
子

を
撮
影
す
る
。
こ
れ
も
一
つ
目
同
様
、
湧
水
量
や
透
明
度
、
そ
の
豊
富
さ

を
記
録
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
昨
今
の
気
象
変

動
、
環
境
の
異
変
に
よ
り
予
期
せ
ぬ
災
害
で
、
い
つ
ま
で
も
こ
の
状
態
が

持
続
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
懸
念
か
ら
写
真
撮
影
を
必
ず
行
い
、
記

録
す
る
事
に
し
て
い
る
。
話
は
戻
る
が
、前
述
し
た
よ
う
に
、地
域
の
人
々

に
よ
っ
て
絶
え
ず
見
守
ら
れ
、
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
の
拠
点
と
し
て
「
集
う

場
」
と
な
り
「
結
い
」
が
形
成
さ
れ
、
結
果
と
し
て
比
較
的
名
の
知
れ
た

場
所
と
な
っ
た
湧
水
に
迫
る
こ
と
に
す
る
。

堂
来
清
水
（
ど
う
ら
い
し
ょ
う
ず
）　

　

長
浜
市
（
旧
浅
井
町
）
の
草
野
川
沿
い
県
道
２
６
４
号
線
を
北
上
し
、

県
道
終
点
の
集
落
、
高
山
の
北
に
あ
る
。
発
電
所
を
過
ぎ
た
辺
に
白
竜
神

社
が
あ
る
。
石
祠
の
裏
手
に
一
段
低
い
窪
地
が
あ
り
、
そ
の
地
表
の
割
れ

目
か
ら
勢
い
良
く
湧
き
上
る
水
場
が
堂
来
清
水
で
あ
る
。
草
野
川
上
流
の

北
西
に
は
己
高
山
、
対
し
て
北
東
方
向
に
は
県
下
第
二
峰
の
金
糞
岳
が
そ

び
え
て
い
る
。
水
場
の
脇
に
は
堂
来
地
蔵
尊
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
地
元
の

人
々
の
神
仏
へ
の
厚
い
信
仰
と
共
に
受
け
継
が
れ
て
来
た
湧
き
水
で
あ
る

こ
と
は
す
ぐ
に
想
像
が
つ
い
た
。
二
〇
一
〇
年
の
冬
に
始
め
て
訪
れ
て
か

ら
幾
度
か
前
を
通
る
度
に
水
を
汲
ん
で
み
る
の
で
あ
る
が
、
い
つ
も
一
定

の
水
が
湧
き
出
て
お
り
、
一
日
の
湧
水
量
は
一
七
〇
〇
ト
ン
に
も
及
ぶ
そ

う
だ
。

　

岩
場
の
間
に
柄
杓
を
あ
て
水
を
汲
み
、
ふ
と
見
上
げ
る
と
こ
こ
に
も
立

派
な
名
を
冠
し
た
石
碑
と
比
較
的
新
し
い
紹
介
看
板
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。



56近江の水をめぐる ２

龍
霊
水
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
堂
来
清
水
の
手
前
に
は
白
竜
神
社
が
奉
ら
れ

て
い
る
の
は
こ
の
説
話
に
由
来
す
る
と
わ
か
っ
た
。
こ
の
集
落
の
水
を
介

し
た
繁
栄
と
信
仰
は
一
体
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
な
が
ら
、
水
を
も

う
一
汲
み
し
た
。

秋
葉
の
水
（
あ
き
ば
の
み
ず
）

　

高
島
市
安
曇
川
町
を
流
れ
る
安
曇
川
沿
い
を
上
流
へ
、
県
道
23
号
線
を

走
る
と
中
野
と
記
さ
れ
た
バ
ス
停
に
出
会
う
。
そ
こ
を
左
折
す
る
と
集
落

に
入
る
。
更
に
進
む
と
山
裾
に
突
き
当
た
る
。
気
を
つ
け
て
歩
い
て
い
る

と
水
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
囲
い
が
き
ち
ん
と
組
ま
れ
て
お
り
、
入
り

口
の
石
段
を
下
り
て
い
く
と
水
場
が
あ
る
。
竹
の
取
水
口
か
ら
常
時
一
定

の
水
が
出
て
お
り
、
浅
め
の
石
製
風
呂
が
水
を
受
け
て
い
る
。
見
上
げ
る

読
む
と
、

「
平
成
の
名
水　

堂
来
清
水
の
由
来　

◦
永
年
に
わ
た
っ
て
地
元
高

山
町
の
水
環
境
保
全
活
動
が
認
め
ら
れ
、
二
〇
〇
九
年
環
境
省
か
ら
、

平
成
の
水
百
選
に
認
定
さ
れ
た
。
◦
遠
く
三
国
峠
の
夜
叉
ケ
池
を
姉

池
と
し
、
榧
谷
山
腹
の
妹
池
に
発
す
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
◦
往

古
よ
り
湧
き
出
て
年
間
水
量
に
大
き
な
変
化
は
な
く
、
道
行
く
人
々

の
心
を
癒
し
、
渇
き
を
満
た
し
て
い
る
接
す
る
堂
来
地
蔵
尊
は
、
厚

い
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
◦
時
代
の
変
遷
を
経
て
地
元
で
は

神
事
の
洗
米
水
と
し
て
も
活
か
さ
れ
て
い
て
、
遠
方
か
ら
は
清
澄
な

水
を
求
め
訪
れ
る
人
は
多
い
。
二
〇
〇
九
年
（
平
成
二
十
一
年
）
十

月　

長
浜
市
役
所　

高
山
町
自
治
会
」

と
あ
る
。

　

地
元
高
校
で
教
師
を
勤
め
て
こ
ら
れ
た
松
井
善
和
さ
ん
に
話
を
伺
う
と

「
と
な
り
の
地
蔵
と
共
に
信
仰
の
対
象
で
あ
る
湧
き
水
は
、
神
事
（
オ
コ

ナ
イ
）
と
い
う
行
事
で
、
モ
チ
米
を
洗
う
水
と
し
て
使
わ
れ
、
真
冬
の
湧

水
は
特
に
『
寒
の
水
』
と
呼
ば
れ
長
期
間
の
保
存
に
堪
え
、
地
元
で
は
一

升
瓶
な
ど
に
入
れ
冷
暗
所
で
保
存
し
、
夏
季
等
の
上
客
へ
の
お
茶
用
な
ど

特
別
な
用
途
の
水
に
使
う
。」
と
の
こ
と
。
ま
た
、
言
い
伝
え
に
よ
る
と

そ
の
昔
、
奥
の
池
の
周
辺
が
干
ば
つ
で
農
民
が
餓
死
寸
前
に
ま
で
追
い
込

ま
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
と
い
う
。
野
瀬
の
天
吉
寺
山
の
草
庵
の
一
つ
で
あ

る
「
月
の
坊
」
と
い
う
寺
の
住
職
、
槻
之
坊
が
こ
の
危
機
に
村
人
と
と
も

に
奥
の
池
に
住
む
龍
神
に
雨
乞
い
を
し
た
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
ふ
も
と
の
堂

来
で
水
が
湧
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。こ
の
伝
説
か
ら
清
水
は
別
名「
白

堂来地蔵の横で水を汲む。堂来清水

堂来清水の由来
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と
正
面
に
は
「
秋
葉
の
水
」
と
刻
ま
れ
た
立
派
な
石
標
が
立
っ
て
い
た
。

　
「
秋
葉
（
あ
き
ば
）」
や
「
愛
宕
（
あ
た
ご
）」
と
聞
く
と
火
伏
せ
の
神

様
を
連
想
す
る
が
、
水
と
組
み
合
わ
さ
っ
た
名
称
は
不
思
議
な
感
が
す
る
。

「
ひ
ょ
っ
と
し
て
」
と
思
い
、
辺
を
見
回
す
と
石
標
の
上
部
左
側
に
小
道

を
見
つ
け
た
。
や
は
り
そ
の
先
に
祠
が
あ
る
。
秋
葉
神
社
だ
。

　

地
元
の
清
水
安
治
さ
ん
に
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。「
あ
ま
り
の

冷
た
さ
に
瓜
も
割
れ
て
し
ま
う
程
」
と
昔
は
呼
ば
れ
、「
瓜
割
の
水
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
と
お
話
さ
れ
た
。
比
良
山
系
の
阿
弥
陀
山
を
水
源
と
し
、

以
前
は
集
落
の
生
活
用
水
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
水
道
が
整

備
さ
れ
て
か
ら
次
第
に
使
わ
れ
な
く
な
り
、
一
九
九
八
年
に
コ
ン
ク
リ
ー

ト
で
蓋
を
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
か
。
二
〇
〇
四
年
、「
か
つ
て
の
湧
水
を

取
り
戻
し
た
い
」
と
い
う
地
元
の
人
々
の
思
い
か
ら
復
活
し
た
そ
う
だ
。

敷
地
内
に
は
当
時
の
子
供
た
ち
の
手
を
象
っ
た
レ
リ
ー
フ
が
は
め
込
ま
れ
、

「
二
〇
〇
四
年
の
わ
た
し
た
ち
／
秋
葉
の
水
完
成
記
念
」
と
記
さ
れ
た
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
が
立
っ
て
い
た
。

　

二
〇
一
三
年
夏
、
清
水
さ
ん
か
ら
素
敵
な
チ
ラ
シ
を
戴
い
た
。「
お
い

し
い
秋
葉
の
水
で
流
し
そ
う
め
ん
」
と
書
か
れ
た
イ
ラ
ス
ト
付
き
の
案
内

で
あ
る
。
お
盆
休
み
明
け
の
土
曜
日
に
毎
年
恒
例
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

当
日
、妻
と
車
で
出
か
け
る
と
、た
く
さ
ん
の
人
が
水
場
の
周
り
に
集
ま
っ

て
い
る
。
秋
葉
の
水
か
ら
流
し
そ
う
め
ん
が
始
ま
っ
て
お
り
、
脇
の
小
さ

な
広
場
で
は
テ
ン
ト
が
張
ら
れ
、
か
き
氷
や
地
元
夏
野
菜
の
天
ぷ
ら
盛
り

合
わ
せ
な
ど
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
ど
う
や
ら
地
元
の
人
以
外
に
遠
方
か

ら
イ
ベ
ン
ト
を
聞
き
つ
け
、
駆
け
つ
け
て
い
る
人
も
た
く
さ
ん
い
る
よ
う

だ
。

　

こ
こ
で
は
地
元
の
人
々
の
手
で

湧
き
水
を
復
活
さ
せ
た
こ
と
に
留

ま
ら
ず
、
便
利
追
求
や
効
率
を
優

先
し
、
失
い
つ
つ
あ
る
人
間
本
来

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
回
復

す
る
試
み
が
少
し
ず
つ
結
ば
れ
て

い
る
の
だ
と
感
じ
な
が
ら
、
そ
う

め
ん
を
い
た
だ
い
た
。

秋葉の水、道沿いの凹んだところ

「秋葉の水」で催された流しそうめんの集い 秋葉の水、石碑がある
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萩
の
玉
川
（
は
ぎ
の
た
ま
が
わ
）

　

草
津
市
野
路
、
Ｊ
Ｒ
南
草
津
駅
よ
り
南
方
へ
徒
歩
十
分
程
度
、
国
道
１

号
線
野
路
中
央
の
交
差
点
へ
差
し
掛
か
る
手
前
に
、
車
が
ギ
リ
ギ
リ
す
れ

違
え
る
程
の
道
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
大
津
方
向
へ
少
し
歩
い
た
道
沿
い
に

湧
水
公
園
を
発
見
し
た
。
二
〇
一
〇
年
に
始
め
て
訪
れ
た
時
は
今
程
に

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
紹
介
も
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
辺
を
ウ
ロ
ウ
ロ
し
た
こ

と
を
思
い
出
す
。
も
う
少
し
こ
の
道
を
北
上
し
集
落
に
入
っ
た
と
こ
ろ
に

若
宮
と
呼
ば
れ
る
社
を
見
つ
け
た
。
様
子
を
見
て
い
る
と
、
前
日
に
何
か

祭
礼
が
あ
っ
た
ら
し
く
そ
の
後
始
末
を
さ
れ
て
い
る
人
を
見
か
け
た
。「
こ

の
人
が
何
か
知
っ
て
い
る
は
ず
！
」
直
感
が
働
き
お
話
を
聞
い
て
み
た
。

「
野
路
の
玉
川
の
こ
と
か
！
今
は
も
う
出
て
な
い
ぞ
！
わ
し
が
子
ど
も
の

頃
に
ち
ょ
っ
と
出
て
い
た
よ
う
や
が
・
・
・
今
は
湧
き
水
や
な
い
が
こ
の

道
を
も
う
少
し
大
津
の
方
へ
行
っ
た
ら
史
跡
に
な
っ
て
い
る
。
何
年
か
前

に
そ
う
い
う
場
所
が
あ
っ
た
こ
と
を
残
そ
う
と
い
う
こ
と
で
地
元
の
人
ら

で
復
活
さ
せ
た
よ
う
や
！
」
と
話
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
以
上
聞
く
と
お
仕

事
の
邪
魔
に
な
る
と
思
い
、
こ
れ
以
上
の
質
問
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
言

わ
れ
た
通
り
行
く
と
、「
野
路
・
萩
の
玉
川
」
と
書
か
れ
た
案
内
表
示
の

あ
る
史
跡
が
現
れ
た
。
敷
地
内
は
植
栽
と
庭
石
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
置
さ

れ
て
、
奥
の
方
に
は
東
屋
が
あ
る
。
道
路
側
に
面
し
た
入
口
付
近
に
石
柱

が
立
っ
て
お
り
、「
玉
川
」
と
彫
ら
れ
て
い
る
。
湧
水
は
四
角
い
水
場
か

ら
小
川
と
な
っ
て
流
れ
小
池
に
注
が
れ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
水
は
ポ
ン
プ

ア
ッ
プ
さ
れ
巡
回
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

滋
賀
県
立
玉
川
高
校
が
作
成
し
た
地
域
の
文
化
を
紹
介
す
る
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
の
一
ペ
ー
ジ
を
見
つ
け
出
し
た
。
学
校
の
概
要
に
「
玉
川
の
由
来
」

と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
紹
介
し
た
い
。

「
野
路
の
玉
川
古
跡
に
つ
い
て
」

　

中
世
に
お
い
て
、
東
海
道
と
東
山
道
の
分
岐
点
で
戦
略
上
で
も
重

要
な
地
に
あ
り
、
宿
駅
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
た
。
室
町
時
代

に
は
草
津
が
交
通
の
要
衝
と
な
り
、
し
だ
い
に
江
戸
時
代
に
そ
の
地

位
を
草
津
宿
に
譲
っ
た
。

　

諸
国
六
玉
川
の
一
つ「
野
路
の
玉
川
」は
近
江
の
萩
の
名
所
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
「
萩
の
玉
川
」
と
も
呼
ば
れ
、
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
紀

行
文
・
和
歌
に
し
ば
し
ば
登
場
し
た
。
弁
天
池
と
十
禅
寺
川
の
間
に

水
の
湧
き
出
る
名
泉
：
玉
川
（
小
池
）
が
あ
っ
た
が
、
現
在
は
あ
た

り
一
面
に
咲
き
匂
う
萩
の
み
が
面
影
を
残
し
て
い
る
。

　
「
玉
川
」
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
聖
徳
太
子
が
仏
法
興
隆
の
た
め

御
幸
さ
れ
た
時
に
、
馬
に
水
を
呑
ま
せ
る
た
め
に
笏
で
萩
原
を
穿
つ

と
、
た
ち
ま
ち
清
水
湧
き
い
で
て
、
玉
の
姿
を
な
せ
し
ゆ
え
と
か
。

　

ま
た
、
王
城
の
地
か
ら
一
日
行
程
の
近
距
離
に
あ
る
た
め
、
古
今

の
有
名
無
名
文
人
墨
客
が
来
遊
、
詩
歌
に
興
じ
て
い
た
。
古
い
歴
史

に
は
ぐ
く
ま
れ
た
古
跡
な
る
た
め
、
多
く
の
絵
図
・
紀
行
・
詩
歌
・

伝
説
に
め
ぐ
ま
れ
、
江
戸
時
代
に
ま
た
多
く
の
浮
世
絵
師
た
ち
は
作

画
を
競
っ
た
。

　
「
近
江
む
か
し
話
」（
滋
賀
県
社
会
福
祉
協
議
会
・
老
人
ク
ラ
ブ
連

合
会
共
編
）
に
も
玉
川
の
水
が
あ
ま
り
に
も
き
れ
い
で
あ
っ
た
こ
と
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が
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
程
で
あ
る
。

 

滋
賀
県
百
科
事
典
（
大
和
書
房
）
よ
り

　

そ
の
他
、
和
歌
の
紹
介
等
つ
づ
く
が
今
回
は
省
略
す
る
。
更
に
も
う
一

つ
、
野
路
町
内
会
が
作
成
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
は
、“「
野
路
の
玉
川
」

保
存
の
あ
ゆ
み
”
と
題
し
た
ペ
ー
ジ
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
既
に
江
戸
時
代

に
、
村
人
が
瓦
版
で
旅
人
に
玉
川
の
紹
介
を
つ
と
め
て
い
る
。
明
治
三
三

年
に
は
村
長
が
中
心
と
な
っ
て
保
存
会
を
作
っ
て
い
る
。
昭
和
十
一
年
頃

地
元
の
有
志
が
玉
川
復
興
会
を
結
成
し
復
元
整
備
を
図
っ
た
。
更
に
昭
和

五
一
年
十
一
月
に
は
野
路
町
内
会
が
古
図
に
も
と
づ
い
て
復
元
工
事
を
実

施
し
て
い
る
。
そ
し
て
現
在
の
史
跡
は
草
津
市
の
協
力
を
得
て
、
平
成
五

年
三
月
二
五
日
に
完
成
し
た
。
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

改
め
て
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
本
当
の
湧
水
は
既
に
出

て
い
な
い
が
、
こ
の
地
が
歴
史
の
変

遷
を
経
て
、
地
域
文
化
を
人
々
に

し
っ
か
り
と
今
日
の
方
法
で
伝
え
、

受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
現
在
に
至
っ
て
も
地
域
の
誰

か
が
整
備
を
持
続
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

　

今
回
紹
介
し
た
「
水
」
は
、
か
た

ち
は
違
う
が
水
場
に
対
す
る
思
い
や

持
続
可
能
な
在
り
方
を
そ
れ
ぞ
れ
の

方
法
で
実
践
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
個
人
の
力
で
は
到

底
な
し
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
地
域
の
人
々
の
結
い
の
精
神
が
水
に
対

し
て
も
同
じ
よ
う
に
思
い
を
い
だ
き
、
生
活
に
必
要
な
こ
と
は
当
然
の
こ

と
、
心
の
拠
り
所
と
し
て
の
「
水
」
な
の
で
あ
る
。

二
、
峠
の
水
、境
の
水（
と
う
げ
の
み
ず
、さ
か
い
の
み
ず
）  

　

近
江
（
滋
賀
）
は
西
に
京
の
都
、
南
東
方
向
に
は
伊
勢
、
北
は
北
陸
と

交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
分
岐
点
に
位
置
し
て
い
た
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

太
湖
が
真
ん
中
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
周
囲
に
沿
っ
て
主
要
な
街
道
が

通
っ
て
い
る
。
古
人
は
京
や
伊
勢
に
足
を
運
ぶ
途
中
、
或
は
国
へ
帰
る
途

中
、
湖
を
眺
め
、
疲
れ
を
癒
し
、
一
杯
の
水
を
口
に
含
ん
だ
の
で
は
な
い

萩の玉川の石柱

旧東山道（中山道）沿いに復活した。萩の玉川

四角い取水口で水を汲む。萩の玉川
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だ
ろ
う
か
、
そ
の
よ
う
な
国
境
（
県
境
）
近
く
の
分
岐
点
に
差
し
掛
か
っ

た
と
こ
ろ
に
出
現
す
る
水
を
紹
介
し
た
い
。

　
「
近
江
の
水
を
め
ぐ
る
」
私
が
決
め
る
鉄
則
の
一
つ
に
、
現
在
の
滋
賀

県
に
あ
り
な
が
ら
、
び
わ
湖
の
方
へ
流
れ
て
い
る
水
で
あ
る
こ
と
を
抑
え

て
お
き
た
い
。
中
に
は
県
域
に
あ
り
な
が
ら
京
都
や
岐
阜
方
向
に
流
れ
る

水
も
確
認
し
て
い
る
が
今
回
は
省
く
事
に
し
た
。

名
水 

京
の
水
（
め
い
す
い 
き
ょ
う
の
み
ず
）　

　

東
近
江
市
（
旧
永
源
寺
町
）
の
愛
知
川
沿
い
国
道
４
２
１
号
線
を
東
へ
、

永
源
寺
ダ
ム
を
越
え
、
更
に
進
む
と
近
年
道
路
整
備
が
進
み
道
幅
が
広
く

な
る
。
並
走
す
る
愛
知
川
は
蛇
行
を
始
め
、
辺
は
山
深
く
な
っ
て
く
る
。

そ
の
間
、
京
の
水
何
キ
ロ
と
所
々
に
表
示
が
さ
れ
る
。
杠
葉
尾
（
ゆ
ず
り

お
）
の
辺
に
側
道
が
あ
り
、
そ
こ
を
少
し
入
っ
た
と
こ
ろ
、
木
々
が
覆
い

茂
る
山
側
か
ら
勢
い
よ
く
水
が
流
れ
出
て
い
る
。
数
回
こ
の
地
を
訪
れ
て

い
る
が
、
ス
ム
ー
ズ
に
水
を
汲
む
こ
と
が
で
き
た
試
し
が
な
い
。
側
道
に

車
を
止
め
、
ポ
リ
タ
ン
ク
を
た
く
さ
ん
持
っ
た
人
々
が
並
ぶ
人
気
の
湧
水

地
で
あ
る
。
近
く
に
は
八
風
峠
（
九
四
〇
ｍ
）
の
登
山
口
も
あ
り
、
そ
の

麓
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
先
は
三
重
県
菰
野
町
と
結
ぶ
石
榑
ト
ン
ネ
ル

が
あ
り
、
比
較
的
滋
賀
県
側
か
ら
も
三
重
県
側
か
ら
も
ア
ク
セ
ス
し
や
す

い
場
所
で
あ
る
。
古
く
は
中
山
道
の
武
佐
か
ら
東
海
道
、
桑
名
と
四
日
市

の
中
間
地
点
を
結
ぶ
八
風
街
道
沿
い
に
位
置
し
て
お
り
、
近
江
商
人
や
伊

勢
参
り
の
旅
人
が
行
き
交
っ
て
い
た
場
所
で
あ
る
。

　

さ
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
水
を
汲
み
、
案
内
表
示
に
目
を
向
け
た
。
比

較
的
派
手
目
な
表
示
で
あ
る
。
読
む

と
、

「
名
水 

京
の
水　

遠
く
江
戸

か
ら
伊
勢
路
か
ら
鈴
鹿
を
越
え

て
こ
こ
近
江
の
里　

遥
か
な
る

京
の
都
に
思
い
を
馳
せ
る
時　

幾
多
旅
人
の
喉
を
潤
し
心
を
癒

し
て
く
れ
た
事
か　

こ
の
水
も

地
名
も
い
つ
と
は
な
く
旅
人
が

名
付
け
た
の
だ
と
伝
え
ら
れ
る

　

古
よ
り
今
も
尚
限
り
な
く
こ

ん
こ
ん
と
湧
き
出
づ
る
清
水　

竹筒から勢いよく出る名水京の水 名水京の水を汲む

名水京の水の案内板
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大
自
然
の
慈
み
に
心
か
ら
感
謝
し　

私
た
ち
の
大
自
然
を
大
切
に
い

つ
ま
で
も
後
世
に
伝
え
ま
し
ょ
う 

国
定
公
園 

鈴
鹿　

自
然
愛
護
会
」

と
記
さ
れ
て
い
た
。

　
「
な
る
ほ
ど
、
京
の
水
は
や
は
り
旅
人
が
名
付
け
た
の
か
。」
な
ぜ
、
滋

賀
と
三
重
の
県
境
に
京
の
水
な
の
か
疑
問
に
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
遠
く

江
戸
か
ら
伊
勢
参
り
を
終
え
、
京
に
向
か
う
最
中
、
鈴
鹿
山
系
の
山
越
え

を
終
え
た
直
後
に
こ
の
水
に
出
会
い
、
旅
人
に
取
っ
て
は
助
け
水
で
あ
り
、

旅
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
上
げ
る
水
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
彼
ら

に
取
っ
て
「
京
の
東
の
境
界
が
」
こ
こ
で
あ
っ
た
の
だ
と
渓
谷
の
景
色
を

見
な
が
ら
想
像
し
た
。

　

す
る
と
後
方
か
ら
声
が
聞
こ
え
、
水
場
を
ゆ
ず
っ
た
。

己
知
の
冷
水
（
こ
ち
の
れ
い
す
い
）

　

福
井
県
と
滋
賀
県
の
県
境
を
走
る
国
道
３
６
５
号
線
旧
北
国
街
道
沿
い

に
中
河
内
と
い
う
集
落
が
あ
る
。
集
落
に
差
し
掛
か
る
少
し
手
前
の
小
さ

な
峠
東
側
に
そ
の
水
は
あ
る
。
旧
伊
香
郡
（
現
長
浜
市
）
余
呉
町
中
河
内

は
、
余
呉
町
側
か
ら
椿
坂
峠
の
急
坂
を
登
り
、
栃
ノ
木
峠
と
の
間
に
位
置

す
る
滋
賀
県
北
限
の
集
落
で
あ
る
。

　

始
め
て
訪
れ
た
の
は
二
〇
一
〇
年
の
二
月
で
あ
る
。
県
内
で
も
豪
雪
地

帯
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
恐
る
恐
る
車
を
走
ら
せ
近
づ
い
た
事
を
思
い
出

す
。
到
着
後
、
中
河
内
集
落
に
車
を
止
め
、
現
地
の
人
に
聞
く
事
に
し
た
。

周
囲
を
ウ
ロ
ウ
ロ
す
る
こ
と
数
分
、
集
落
の
中
央
に
位
置
す
る
バ
ス
停
で

や
っ
と
の
思
い
で
出
会
っ
た
お
婆
さ
ん
に
聞
く
こ
と
、「
３
６
５
号
線
を

余
呉
方
面
に
少
し
引
き
返
し
た
道
端
に
あ
る
。」
と
教
え
て
下
さ
っ
た
。

私
は
見
過
ご
さ
な
い
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
歩
き
出
し
湧
水
を
探
し
た
の
だ
が
、

一
面
白
い
壁
に
覆
わ
れ
た
風
景
か
ら
、
そ
れ
ら
し
き
も
の
に
出
く
わ
さ
な

い
。
道
の
両
サ
イ
ド
を
丁
寧
に
見
な
が
ら
中
河
内
集
落
と
の
間
を
往
復
す

る
こ
と
数
回
、
二
時
間
程
探
し
歩
き
、
日
が
傾
き
寒
く
な
っ
て
あ
き
ら
め

か
け
た
時
、
雪
の
壁
し
か
見
て
い
な
い
事
に
気
付
い
た
。
も
う
一
度
ゆ
っ

く
り
と
歩
き
凝
視
し
て
い
る
と
何
や
ら
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
く
ら
い
の
穴
が
あ

い
て
い
る
。
そ
の
奥
を
覗
き
込
む
と
水
が
流
れ
て
い
る
の
が
見
え
た
。
周

囲
は
雪
で
完
全
に
覆
わ
れ
、
水
場
の
雰
囲
気
が
か
き
消
さ
れ
て
い
た
。
二

度
目
に
訪
れ
た
の
は
二
〇
一
二
年
初
夏
の
頃
、
緑
が
茂
る
中
、
湧
き
出
て

い
る
と
こ
ろ
に
パ
イ
プ
が
突
き
刺
さ
れ
、
水
路
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
木

製
の
表
札
に
は
「
み
ん
な
が
選
ん
だ 

己
知
の
冷
水
」
と
書
か
れ
て
お
り

取
水
口
の
隣
に
は
祠
が
立
っ
て
い
た
。
こ
の
他
柄
杓
や
コ
ッ
プ
等
が
棚
に

置
い
て
あ
り
、
道
行
く
人
が
一
休
み
し
易
い
よ
う
地
元
の
人
が
世
話
を
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

地
元
の
小
谷
輿
一
さ
ん
に
お
話
を
伺
う
事
が
で
き
た
。
己
知
の
名
前
の

由
来
は
渡
来
系
の
己
知
部
（
こ
ち
べ
）
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
敦
賀
谷
口
か

ら
中
河
内
を
結
ぶ
「
庄
の
峰
越
え
（
敦
賀
道
）」
の
往
来
が
あ
っ
た
。
そ

の
道
の
分
岐
点
に
こ
の
水
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
。現
在
は「
ち

こ
べ
谷
、
ち
こ
べ
坂
」
と
い
う
地
名
は
残
っ
て
い
る
が
、
関
係
は
わ
か
ら

な
い
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
う
少
し
福
井
県
と
の
県
境
ま
で
国
道

３
６
５
号
線
を
北
上
し
栃
ノ
木
峠
辺
ま
で
来
る
と
「
淀
川
の
源
」
と
彫
ら

れ
た
立
派
な
石
碑
を
見
る
事
が
で
き
る
。
栃
ノ
木
峠
は
、
二
〇
〇
五
年
に
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社
団
法
人
日
本
山
岳
会
に
よ
っ
て
踏

査
さ
れ
た
中
央
分
水
嶺
に
位
置
し
て

お
り
、
日
本
海
側
と
太
平
洋
側
へ
と

水
を
分
け
る
地
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら

引
き
返
す
途
中
「
己
知
の
冷
水
」
の

前
で
再
確
認
し
た
。「
こ
の
水
は
淀

川
水
域
で
最
上
流
に
湧
き
出
た
水
な

の
だ
」
と
。

　

小
谷
さ
ん
と
お
話
し
す
る
中
で
新

し
い
情
報
が
わ
か
っ
た
。
二
〇
一
三

年
に
土
地
の
所
有
者
が
変
わ
っ
た
事

に
よ
り
、
更
に
水
場
の
整
備
が
行
わ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
常
々
ド
ラ
イ
バ
ー
の
休
憩
で
交
通
停
滞
を
起
こ
し
か

ね
な
い
場
で
あ
っ
た
そ
う
だ
が
路
肩
に
車
を
止
め
、
一
休
み
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
そ
う
だ
。
近
々
確
認
に
行
き
た
い
。

小
関
越
え
の
水
（
こ
ぜ
き
ご
え
の
み
ず
）

　

京
都
山
科
か
ら
大
津
宿
間
の
旧
東
海
道
は
二
つ
の
道
が
あ
る
。
一
つ
は

本
道
で
あ
る
逢
坂
越
え
、
も
う
一
つ
は
そ
の
北
側
を
通
る
裏
道
で
、
逢
坂

越
え
を
「
大
関
越
え
」
と
呼
ん
だ
の
に
対
し
、
小
関
越
え
と
呼
ば
れ
北
国

海
道
（
西
近
江
路
）
を
結
ぶ
近
道
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
バ
イ

パ
ス
に
あ
た
る
道
と
言
っ
て
の
よ
い
だ
ろ
う
。
京
都
山
科
側
の
旧
東
海
道

横
木
一
丁
目（
大
津
市
）に
は
常
夜
灯
と
大
き
な
道
標
が
建
っ
て
お
り
、「
三

井
寺
観
音
道
」「
小
関
越
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
は
、
大
関
越
え
と

の
京
都
側
の
分
岐
点
と
な
る
。
対
し
て
大
津
の
中
心
、
札
の
辻
（
現
在
の

京
町
一
丁
目
）
は
旧
東
海
道
と
北
国
海
道
が
交
わ
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
が
近

江
側
の
分
岐
点
だ
。

　

今
回
は
「
近
江
の
水
を
め
ぐ
る
」
と
い
う
こ
と
で
近
江
側
か
ら
水
場
を

目
指
す
事
に
す
る
。
北
国
海
道
を
三
井
寺
方
向
へ
、
少
し
歩
く
と
鍵
曲
が

り
に
な
っ
て
お
り
三
井
寺
方
向
へ
、
す
る
と
小
関
越
の
道
標
が
見
え
て
来

る
。
こ
こ
か
ら
西
へ
上
り
道
、
途
中
小
関
天
満
宮
の
大
鳥
居
が
見
え
て
来

る
。
更
に
一
本
道
を
ピ
ー
ク
ま
で
登
り
き
る
と
「
喜
一
堂
」
と
い
う
東
屋

が
あ
り
、
地
蔵
尊
の
祠
（
ほ
こ
ら
）
が
あ
っ
た
。
中
を
覗
く
と
延
命
地
蔵

が
祀
ら
れ
て
あ
り
、
地
域
住
民
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
事
が
伺
え
る
。

そ
の
対
面
に
湧
水
を
パ
イ
プ
で
引
い
た
ア
ル
ミ
製
の
タ
ン
ク
が
設
け
ら
れ

雪の穴にある己知の冷水栃ノ木峠にある淀川の源の石碑

峠道にある己知の冷水
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て
い
た
。
二
〇
一
二
年
五
月
に
訪
れ
た
時
に
は
パ
イ
プ
が
抜
け
て
お
り
、

石
垣
の
上
か
ら
溢
れ
出
る
湧
水
を
汲
ん
だ
と
記
憶
し
て
い
る
。
峠
越
え
す

る
人
の
休
憩
ス
ポ
ッ
ト
の
よ
う
な
場
所
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
い

つ
も
の
よ
う
に
そ
こ
に
立
て
か
け
て
あ
る
由
緒
書
き
？
を
読
ん
で
み
た
。

三
首
の
短
歌
で
説
明
が
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

地
蔵
喜
一
堂
に
寄
進

　

あ
ら
草
の 

中
に
放
置
さ
れ
し 

地
蔵
尊 

う
や
ま
ひ
祭
ら
る

 
 

こ
こ
喜
一
堂
に

　

夏
空
に 

風
の
織
り
し
く 

峠
道 
緑
（
あ
お
）
葉
が
く
れ
に

 
 

鎮
も
る
み
堂
に

　

念
じ
入
る 

心
通
じ
し 

か
た
ぎ
つ
水 
あ
ふ
れ
出
で
け
り

 
 

み
堂
の
ま
え
に

　

短
歌
献
上
者 

梶
谷
花
子 

平
成
四
年
七
夕
月 
喜
一
堂

　

想
像
す
る
に
地
域
の
人
々
に
よ
り
野
に
放
た
れ
て
い
た
地
蔵
様
を
祠
に

集
め
、
湧
水
が
汲
め
る
場
所
を
整
え
、
献
上
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

比
較
的
新
し
い
水
場
で
あ
る
事
は
間
違
い
な
い
。現
在
も
大
関
越
え（
逢

坂
越
え
）
と
比
較
し
て
交
通
量
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
稀
に
自
動
車

が
走
り
過
ぎ
、
す
れ
違
う
人
は
お
そ
ら
く
、
私
と
同
様
に
小
関
越
え
を
楽

し
む
ハ
イ
カ
ー
で
あ
ろ
う
。
全
長
四
キ
ロ
程
の
裏
道
で
は
あ
る
が
、
地
域

信
仰
が
持
続
さ
れ
、
往
来
す
る
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
峠
の

ピ
ー
ク
で
水
場
を
通
し
て
行
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
。

　

今
回
は
、
峠
道
や
県
境
に
位
置
す

る
湧
水
に
焦
点
を
当
て
た
。
国
と
国

の
境
は
文
化
の
境
目
で
も
あ
り
、
情

報
の
交
わ
る
場
所
、
生
活
圏
の
切
れ

目
、
何
か
の
糸
口
や
切
っ
掛
け
と
な

る
場
で
あ
ろ
う
。

　

信
州
安
曇
野
に
お
い
て
は
道
祖
神

の
祀
ら
れ
る
場
所
が
集
落
の
境
目
で

あ
る
よ
う
に
、
ど
ち
ら
サ
イ
ド
の
も

の
で
も
な
く
、
所
属
し
な
い
。
中
間

的
な
存
在
を
地
域
の
人
々
が
誰
と
な

く
維
持
し
、
守
ら
れ
て
き
た
も
の
と

石垣の上から流れ出る小関越えの水

小関越えの水の対面にある喜一堂

峠のピークにある小関越えの水



64近江の水をめぐる ２

言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
所
に
も
必
ず
「
水
」
は
存
在
し
、

時
代
を
超
え
て
人
々
を
癒
し
、
潤
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

誰
の
も
の
で
も
な
い
が
現
在
に
ま
で
脈
々
と
持
続
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う

な
も
の
が
「
峠
」
や
「
境
」
に
は
象
徴
的
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
、
あ

ら
た
め
て
感
じ
た
。

　

現
代
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
社
会
の
語
源
「
メ
デ
ィ
エ
」
は
モ
ノ
と
モ
ノ

と
の
間
を
つ
な
ぐ
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
誰
か
が
設
定

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
本
質
を
敏
感
に
感
じ
取
り
反
応
す
る
。
そ

し
て
次
世
代
へ
向
け
て
新
た
に
更
新
し
、
持
続
す
る
こ
と
が
境
目
や
、
間

（
は
ざ
ま
）
に
立
っ
た
も
の
が
行
う
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
呼
ぶ
水
、
続
く
水　
（
よ
ぶ
み
ず
、
つ
づ
く
み
ず
）  

　

湧
水
の
大
物
、
横
綱
ク
ラ
ス
に
注
目
し
て
み
た
。
現
在
の
状
況
を
伝
え

な
が
ら
も
、
今
日
に
お
け
る
様
々
な
地
域
問
題
を
抱
え
つ
つ
、
住
民
の
意

識
や
工
夫
、
苦
労
な
ど
が
伝
わ
っ
て
く
る
名
実
と
も
に
横
綱
ク
ラ
ス
の
湧

水
に
迫
っ
て
み
た
い
。
紹
介
す
る
三
つ
の
湧
水
は
い
ず
れ
も
名
水
の
称
号

を
冠
し
て
い
る
。
中
に
は
複
数
の
称
号
を
冠
し
て
い
る
湧
水
も
あ
る
。
名

水
の
称
号
を
獲
得
す
る
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
参

考
ま
で
に
名
水
百
選
の
選
定
基
準
を
み
る
こ
と
に
し
た
。

　
『
名
水
百
選
』
は
昭
和
六
〇
年
三
月
、
全
国
各
地
の
湧
水
や
河
川

の
中
か
ら
一
〇
〇
ヵ
所
選
ば
れ
ま
し
た
。（
選
定
基
準
）『
名
水
百
選
』

に
代
表
さ
れ
る
全
国
の
優
れ
た
水
環
境
は
、
そ
の
地
元
の
方
々
ば
か

り
で
な
く
、
そ
こ
を
訪
れ
る
全
て
の
人
の
心
配
り
な
く
し
て
は
、
将

来
に
わ
た
っ
て
保
全
・
継
承
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

我

が
国
の
「
優
れ
た
水
環
境
」
を
次
の
世
代
に
受
け
継
ぐ
た
め
に
、
皆

様
方
の
環
境
保
全
に
対
す
る
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。
な
お
、『
名
水
百
選
』
は
選
定
か
ら
二
〇
年
以
上
を
経
過
し
て

い
る
の
で
、
周
辺
の
状
況
が
変
化
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
飲
用
に
適
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
飲
用
に
供
さ
れ
る
場
合
は
、
そ
の
名
水
が
所
在
す
る
自
治
体
に

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

滋
賀
県
内
に
お
い
て
、
人
々
を
呼
び
、
こ
の
環
境
が
持
続
さ
れ
る
名
水

に
迫
っ
て
み
た
い
。

泉
神
社
湧
水
（
い
ず
み
じ
ん
じ
ゃ
ゆ
う
す
い
）　

　

米
原
市
（
旧
伊
吹
町
）
大
清
水
に
あ
る
こ
の
湧
水
は
国
道
３
６
５
号
線

を
伊
吹
山
を
仰
ぎ
見
な
が
ら
東
へ
関
ヶ
原
方
面
に
進
む
と
、
大
野
木
と
い

う
交
差
点
が
あ
る
。
そ
こ
を
左
折
し
、
数
百
メ
ー
ト
ル
程
走
っ
た
と
こ
ろ

か
ら
、
湧
水
誘
導
の
案
内
が
始
ま
る
。
車
が
一
台
走
れ
る
程
度
の
道
幅
で

地
元
の
人
々
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
か
案
内
板
に
従
い
進
む
と
泉
神
社
に
到

着
。
驚
い
た
こ
と
に
車
が
十
台
程
で
あ
ろ
う
か
、
集
落
の
小
道
の
脇
に
導

く
よ
う
に
駐
車
ス
ペ
ー
ス
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
ボ
ト
ル
と
柄
杓
を
持
ち

神
社
に
近
づ
く
と
何
や
ら
賑
わ
っ
て
い
る
。
秘
境
の
温
泉
地
を
訪
れ
る
よ
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う
な
雰
囲
気
で
あ
る
。
鳥
居
の
前
は
他
府
県
ナ
ン
バ
ー
の
車
の
出
入
り
が

激
し
く
不
思
議
な
感
じ
が
す
る
。
横
目
に
先
ず
は
鳥
居
を
く
ぐ
る
と
泉
神

社
湧
水
御
神
水
と
彫
ら
れ
た
立
派
な
石
標
が
建
っ
て
い
る
。
目
を
左
に
向

け
る
と
石
垣
の
合
間
か
ら
水
が
手
前
へ
吹
き
出
て
お
り
、
岩
の
上
に
祠
が

建
っ
て
い
る
。
こ
こ
が
水
源
の
よ
う
だ
。
更
に
急
な
斜
面
の
石
段
を
上
が

る
と
社
殿
が
あ
る
。
参
拝
後
、
鳥
居
横
ま
で
戻
る
と
、
御
神
水
拝
受
所
と

書
か
れ
た
看
板
が
東
屋
に
か
か
っ
て
お
り
、
中
心
に
人
が
集
ま
っ
て
い
る
。

石
積
み
の
取
水
口
か
ら
四
方
八
方
に
ホ
ー
ス
が
延
び
、
勢
い
よ
く
水
が
湧

き
出
て
い
る
。
ポ
リ
タ
ン
ク
や
ボ
ト
ル
を
大
量
に
持
込
み
、
車
の
荷
台
と

の
行
き
来
し
て
い
る
人
が
多
く
見
ら
れ
た
。
人
々
の
隙
間
に
ホ
ー
ス
を
見

付
け
、
水
を
汲
む
こ
と
が
で
き
た
。
こ
ん
な
に
満
員
の
水
場
は
記
憶
に
無

い
。
恐
る
べ
き
名
水
百
選
！
環
境
省
が
昭
和
六
〇
年
七
月
に
選
定
し
た
名

水
で
あ
る
。

　

環
境
省
に
よ
る
と
伊
吹
山
麓
に
源
を
発
し
、
石
灰
岩
の
岩
間
を
縫
い
神

社
境
内
に
湧
き
出
し
た
も
の
で
、
ミ
ネ
ラ
ル
を
含
ん
だ
清
く
、
美
し
く
、

う
ま
い
水
。
平
均
気
温
十
一
度
の
冷
水
で
、
一
日
の
流
水
量
は
約
四
五
〇 

〇
ト
ン
と
豊
富
で
良
好
な
水
質
で
あ
る
。
由
来
は
、
天
智
天
皇
が
こ
の
地

を
弓
馬
繰
練
場
と
定
め
ら
れ
、
人
々
が
住
居
を
構
え
た
際
、
湧
き
水
が
で

て
川
を
形
成
し
た
と
あ
り
、
以
後
「
天
泉
所
」
と
呼
ば
れ
、
地
名
も
大
泉

か
ら
大
清
水
と
改
名
さ
れ
た
。
伊
吹
三
名
水
の
一
つ
・
日
本
武
尊
の
居
醒

の
水
・
小
栗
助
重
が
病
の
平
癒
を
祈
願
さ
れ
た
命
乞
い
の
水
と
し
て
由
緒

深
い
も
の
で
あ
る
。
と
示
さ
れ
る
。
水
の
保
全
活
動
は
積
極
的
に
行
わ
れ
、

地
元
住
民
は
こ
の
水
を
神
の
ご
と
く
大
切
に
し
て
お
り
、
清
掃
活
動
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
用
水
管
理
に
つ

い
て
は
水
利
組
合
の
規
約
に
よ
り
、

昔
か
ら
引
き
継
が
れ
、
優
良
な
水

環
境
の
保
全
・
保
持
に
努
め
て
い

る
。
ま
た
、
地
元
で
は
「
泉
神
社

湧
水
保
存
会
」
が
発
足
し
て
い
る

と
の
こ
と
。

　

近
年
の
湧
水
に
対
す
る
眼
差
し

の
変
化
で
多
く
の
人
々
が
水
を
汲

み
に
訪
れ
る
。
汲
む
人
の
マ
ナ
ー

が
問
わ
れ
、
近
隣
の
住
民
へ
の
配

慮
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ

御神水拝受所にて
泉神社境内に入るとすぐに石標とその後ろに水源が
現れる

隙間を見つけて汲水する
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こ
で
は
住
民
に
よ
る
態
勢
づ
く
り
や
、
導
き
の
姿
勢
を
感
じ
る
。
帰
り
の

道
案
内
も
訪
れ
る
車
と
別
の
道
に
誘
導
す
る
な
ど
、
再
び
訪
れ
た
い
と
感

じ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
人
が
集
ま
る
仕
組
み
を
、
形
成
し
た
水
場
は
お
互

い
の
関
係
を
崩
す
こ
と
の
無
い
よ
う
持
続
し
た
い
も
の
だ
と
思
い
こ
の
地

を
後
に
し
た
。

御
澤
の
神
鏡
水
（
お
さ
わ
の
し
ん
き
ょ
う
す
い
）

　

近
江
と
伊
勢
を
結
ん
だ
八
風
街
道
（
現
在
の
国
道
４
２
２
号
線
）
と
中

山
道
（
現
在
の
国
道
８
号
線
）
友
定
町
の
交
差
点
よ
り
東
近
江
方
面
に
走

り
、
近
江
鉄
道
の
踏
切
を
越
え
平
田
駅
（
近
江
輿
地
誌
略
に
よ
る
と
以
前

は
こ
の
辺
り
一
帯
を
平
田
村
と
呼
ん
で
い
た
。）
を
左
手
に
田
園
地
帯
が

広
が
っ
た
と
こ
ろ
を
南
西
方
向
へ
、
す
る
と
右
手
に
標
高
二
三
四
メ
ー
ト

ル
の
瓶
割
山
が
見
え
て
く
る
。
そ
の
麓
に
上
平
木
と
い
う
集
落
が
あ
る
。

そ
の
入
口
付
近
に
通
称
「
お
さ
わ
さ
ん
」
と
し
て
地
域
の
方
々
か
ら
親
し

ま
れ
て
い
る
御
澤
神
社
が
鎮
座
し
て
い
る
。
東
方
に
参
道
が
の
び
て
お
り
、

拝
殿
の
前
辺
に
水
場
が
あ
る
。
そ
こ
は
き
ち
ん
と
整
備
が
い
き
と
ど
き
、

水
を
汲
み
に
く
る
人
を
迎
え
る
態
勢
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
木
造
の
東
屋
に

は
し
っ
か
り
と
し
た
石
の
土
台
が
組
ま
れ
、
龍
の
口
か
ら
蛇
口
が
出
て
お

り
勢
い
よ
く
水
が
出
て
い
る
。
前
に
は「
近
江
の
名
水　

御
澤
の
神
鏡
水
」

と
彫
ら
れ
た
角
柱
型
の
石
碑
が
立
ち
そ
の
隣
に
酸
素
ボ
ン
ベ
を
改
造
し
た

よ
う
な
賽
銭
箱
が
並
ん
で
い
た
。
東
屋
に
は
「
神
の
姿
う
つ
れ
る
水
鏡 

け
が
し
に
ご
す
な 

集
う
人
々
」
と
書
か
れ
た
木
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

い
つ
も
の
よ
う
に
写
真
撮
影
の
準
備
に
取
り
か
か
る
と
、
お
参
り
し
て

か
ら
水
を
汲
む
参
拝
者
や
ジ
ョ
ギ
ン

グ
途
中
に
水
分
補
給
を
す
る
中
年
男

性
な
ど
、
拝
殿
と
参
道
の
分
岐
点
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
近
所
の
方
々

が
二
言
三
言
語
り
合
う
憩
い
の
場
と

な
っ
て
い
る
。
全
く
人
が
絶
え
る
こ

と
が
な
い
。
水
場
と
し
て
の
風
情
を

求
め
る
場
で
は
な
く
、
地
域
の
生
活

の
水
と
し
て
息
づ
い
て
い
る
こ
と
が

良
く
わ
か
る
。
参
道
に
は
多
く
の
献

灯
が
立
ち
、
並
行
し
て
み
ご
と
な
藤

棚
が
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
地水場の前に石の表札と由緒書が立つ

参道左側は藤棚が続く 整備された水場も遠景に箕作山と太郎坊
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域
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
一
の
鳥
居
を
出
る
と
田
園
風
景

が
広
が
っ
た
。
向
こ
う
遠
く
に
太
郎
坊
山
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

神
社
の
由
来
を
読
む
と
、
こ
の
神
社
は
推
古
天
皇
十
二
年
に
聖
徳
太
子

が
荒
地
を
開
い
て
池
沼
を
掘
り
、
美
田
を
造
成
、
鳥
虫
害
を
除
き
、
天
災

地
変
の
厄
を
祓
っ
て
、
五
穀
豊
穣
を
祈
念
す
る
た
め
龍
神
を
勧
請
し
て
開

基
し
た
霊
所
と
あ
る
。
境
内
の
霊
泉
は
農
地
灌
漑
の
水
源
地
と
し
て
穀
物

が
豊
か
に
実
り
、
水
不
足
や
産
婦
の
悩
み
、
諸
病
平
癒
な
ど
諸
々
の
願
を

叶
え
て
き
た
と
示
さ
れ
て
い
る
。

　

聖
徳
太
子
が
蘇
我
馬
子
に
命
じ
て
、
こ
の
一
帯
を
開
墾
し
た
時
、
た
め

池
と
し
て
清
水
（
き
よ
み
ず
）
池
、
白
水
（
は
く
す
い
）
池
、
泥
水
（
に

ご
り
）
池
の
三
つ
の
池
と
御
澤
神
社
を
つ
く
っ
た
と
、
そ
の
ほ
と
り
に
市

杵
嶋
媛
命
（
い
ち
き
し
ま
ひ
め
の
み
こ
と
）
を
祀
ら
れ
た
こ
と
に
は
じ
ま

る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
白
蛇
が
す
ん
で
い
た
と
い
う
白
水
池
は
、
細
長

い
池
で
隣
の
濁
池
と
つ
な
が
っ
て
お
り
、
池
の
地
下
か
ら
わ
き
出
す
水
は

本
殿
前
に
も
引
か
れ
「
神
鏡
水
（
し
ん
き
ょ
う
す
い
）」
と
し
て
授
け
ら

れ
て
い
る
。

十
王
村
の
水
（
じ
ゅ
う
お
う
む
ら
の
み
ず
）

　

県
道
２
０
６
号
神
郷
彦
根
線
を
南
西
方
向
に
進
み
、
西
今
町
南
の
交
差

点
に
差
し
か
か
っ
た
と
こ
ろ
に
水
場
が
有
る
。
南
側
の
角
が
一
段
下
が
っ

て
い
る
の
に
気
付
く
。
発
見
す
る
が
車
で
進
む
と
交
差
点
ゆ
え
通
り
過
ぎ

て
し
ま
う
。
近
辺
を
ウ
ロ
ウ
ロ
し
な
が
ら
、
交
差
点
に
近
づ
き
な
が
ら
一

時
駐
車
す
る
場
所
を
探
す
の
に
焦
っ
て
い
る
と
運
良
く
、
近
所
の
方
を
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
事
情
を
説
明
し
、
路
地
内
に
止
め
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
。
歩
い
て
交
差
点
に
近
づ
く
と
想
像
以
上
に
ジ
ャ
バ
ジ
ャ
バ
と
し

た
大
き
な
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。
興
奮
を
抑
え
な
が
ら
角
か
ら
覗
き
み
る

と
キ
ラ
キ
ラ
と
光
る
水
面
の
中
に
ウ
ヨ
ウ
ヨ
泳
ぐ
何
や
ら
大
き
な
黒
い
影

が
見
え
た
。
交
差
点
の
南
側
コ
ー
ナ
ー
に
正
方
形
の
一
角
を
切
り
取
っ
た

変
形
五
角
形
の
石
の
柵
で
囲
ま
れ
た
池
が
「
十
王
村
の
水
」
で
あ
る
。
そ

の
真
ん
中
に
は
六
角
形
の
お
堂
が
あ
り
、
石
橋
を
渡
っ
て
行
く
こ
と
が
で

き
る
。
中
に
は
地
蔵
が
祀
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
屋
根
は
杮
葺
き
で
一
番

上
の
中
心
部
に
は
銅
製
の
宝
珠
が
あ
る
。
お
堂
を
挟
ん
で
右
側
の
池
に
は

石
柱
が
二
本
有
り
、
左
側
に
は
「
湖
東
三
名
水　

十
王
村
の
水
」
右
側
に

は
「
名
水
百
選　

十
王
村
の
水
」
と
し
っ
か
り
彫
ら
れ
て
い
る
。
後
方
に

木
製
の
由
緒
書
が
取
付
け
ら
れ
て
い
る
。

「
こ
の
地
蔵
堂
は
、
淡
海
地
誌
に
よ
れ
ば
元
禄
年
間
に
は
、
湖
東
三

名
水
（
十
王
村
の
水
、
五
個
荘
清
水
鼻
の
水
、
醒
井
の
水
）
の
一
つ

で
あ
る
十
王
村
の
水
と
し
て
世
に
知
ら
れ
、
各
方
面
に
利
用
さ
れ
た
。

有
名
な
由
緒
あ
る
水
源
地
の
中
央
に
位
し
て
建
立
せ
ら
れ
、
そ
の
祭

神
は
お
そ
ら
く
水
神
或
は
竜
神
と
し
て
祭
ら
れ
、
い
つ
の
世
に
か
地

蔵
尊
と
し
て
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
と
の
説
も
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
又
、
昔
よ
り
母
乳
の
地
蔵
尊
と
し
て
産
婦
の
乳
の
出
な

い
時
は
お
願
い
す
る
と
た
ち
ま
ち
乳
を
授
か
り
、
不
用
に
な
れ
ば
お

預
け
に
行
け
ば
乳
が
止
ま
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
以
前
は
十
王
村
と
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

さ
て
、
石
橋
を
戻
り
本
題
に
入
る
。
次
は
左
方
向
へ
石
段
を
更
に
降
り
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水
面
に
近
づ
い
て
行
く
と
石
の
柵
に

一
つ
岩
が
へ
ば
り
つ
い
て
い
る
。
岩

に
は
綺
麗
な
苔
が
産
し
て
お
り
、
そ

の
中
央
上
部
に
青
竹
が
突
き
刺
さ
っ

て
い
た
。
そ
こ
か
ら
勢
い
良
く
水
が

湧
き
出
て
お
り
、
水
面
に
落
ち
る
と

泡
に
な
り
水
中
に
酸
素
を
た
く
さ
ん

送
り
込
ん
で
い
る
。「
そ
う
か
！
」

と
私
は
一
言
、
声
に
し
た
。
あ
え
て

説
明
す
る
が
、水
を
通
し
て
人
間
、鯉
、

石
、
苔
の
生
死
の
縮
図
が
こ
こ
に
あ

り
、
こ
の
空
間
で
輪
廻
が
起
っ
て
い

る
の
だ
と
直
感
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
水
場
を
持
続
さ
せ
て
き
た
地
域
の

古
人
と
今
人
が
脈
々
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え

汲
水
し
て
い
る
と
、
近
所
の
方
で
あ
ろ
う
か
、「
い
つ
も
の
水
」
を
汲
み

に
来
ら
れ
た
よ
う
な
の
で
場
所
を
譲
る
こ
と
に
し
た
。
こ
こ
を
訪
れ
る
時

は
い
つ
も
決
ま
っ
て
夕
方
に
な
る
。
当
然
、
夕
日
が
差
込
ん
で
く
る
時
間

で
あ
る
。
出
入
口
は
東
側
、
そ
う
す
る
と
お
堂
も
水
場
も
西
向
き
に
な
る
。

西
方
浄
土
と
今
が
リ
ア
ル
に
繫
が
っ
て
い
る
場
所
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
西

今
町
。

四
、
山
の
水
、
祈
り
の
水（
や
ま
の
み
ず
、
い
の
り
の
み
ず
）

　

近
江
は
四
方
を
山
に
囲
ま
れ
、
真
ん
中
に
大
き
な
湖
を
つ
く
る
地
形
で

あ
る
。
湖
西
に
比
良
山
系
、
湖
北
に
伊
吹
山
系
、
湖
東
は
鈴
鹿
山
系
と
い

ず
れ
も
千
メ
ー
ト
ル
を
超
す
山
々
が
連
な
っ
て
い
る
。
こ
の
山
々
に
た
く

さ
ん
の
雨
を
含
ん
だ
後
、
谷
間
に
水
が
集
っ
て
川
と
な
り
平
野
部
に
注
が

れ
る
。
一
方
湧
水
は
ゆ
っ
く
り
と
地
面
に
染
込
み
山
裾
や
地
形
の
変
化
が

あ
る
場
所
に
水
が
湧
き
出
る
こ
と
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
比
較
的
山
頂
に
近

い
、
高
度
の
高
い
場
所
に
湧
き
出
る
水
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
所
に
何

故
今
日
も
持
続
的
に
水
が
出
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
近
江
を
代
表
す
る

そ
れ
ぞ
れ
の
山
系
に
こ
の
よ
う
な
水
に
出
会
う
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
背

景
に
迫
っ
て
行
き
た
い
。

お堂の左側で水を汲む十王村の水

お堂の右側は石の表札と由来書が立つ十王村の水

交差点の南角に位置している十王村の水
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金
明
水
（
き
ん
め
い
す
い
）　
鈴
鹿
山
系 

綿
向
山
八
合
目
付
近

　

蒲
生
郡
日
野
町
は
江
戸
期
に
近
江
日
野
商
人
で
栄
え
た
町
で
あ
る
。
国

道
４
７
７
号
線
を
東
南
東
方
向
に
進
み
日
野
の
辺
ま
で
来
る
と
「
杜
」
に

突
き
当
た
る
が
左
方
向
に
迂
回
す
る
よ
う
に
道
路
が
走
っ
て
お
り
、
そ
こ

を
過
ぎ
る
と
目
前
に
立
ち
は
だ
か
る
山
が
あ
る
。
標
高
一
一
一
〇
メ
ー
ト

ル
の
綿
向
山
で
あ
る
。
音
羽
の
交
差
点
を
左
折
し
北
畑
の
集
落
を
す
ぎ
た

と
こ
ろ
に
西
明
寺
口
の
バ
ス
停
が
あ
る
。
ト
イ
レ
、
登
山
案
内
板
の
ガ
イ

ド
マ
ッ
プ
が
き
ち
ん
と
整
備
さ
れ
て
お
り
気
持
ち
が
い
い
。
右
折
し
て
少

し
進
み
、
御
幸
橋
を
渡
る
と
駐
車
場
も
あ
り
登
山
客
の
受
け
入
れ
態
勢
が

整
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
小
川
沿
い
に
進
み
砂
防
堰
堤
を
過
ぎ
、
表

参
道
登
山
口
に
着
く
と
登
山
届
を
提
出
し
、
い
よ
い
よ
ス
タ
ー
ト
だ
。
四

ル
ー
ト
あ
る
う
ち
の
初
級
、
表
参
道
か
ら
登
る
こ
と
に
し
た
。
登
山
道
は

整
備
が
行
き
届
い
て
お
り
歩
き
易
い
。
五
合
目
に
は
赤
い
屋
根
の
避
難
小

屋
が
あ
る
。
振
り
向
く
と
日
野
の
町
並
み
が
見
え
る
。
七
合
目
に
は
役
行

者
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
行
者
コ
バ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
七
世
紀
頃
か
ら
山

岳
信
仰
の
対
象
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
八
合
目
水
無
山
北
尾

根
の
登
山
道
分
岐
点
が
あ
る
。
右
方
向
へ
谷
を
下
り
る
と
少
し
凹
ん
だ
と

こ
ろ
に
直
径
二
〇
セ
ン
チ
程
の
光
る
も
の
が
見
え
た
。「
森
の
中
の
キ
ラ

キ
ラ
の
水
源
だ
！
」
木
漏
れ
日
が
水
面
を
写
し
美
し
い
。
案
内
板
が
無
け

れ
ば
見
落
と
す
か
も
し
れ
な
い
が
太
陽
が
写
し
出
し
て
く
れ
た
。
早
速
、

柄
杓
で
水
を
汲
み
、
口
に
含
む
。
汗
が
吹
き
出
し
疲
れ
た
体
に
恵
を
戴
い

た
。
九
合
目
付
近
か
ら
は
ブ
ナ
林
に
植
生
が
変
わ
り
澄
み
き
っ
た
空
気
を

感
じ
る
。
そ
こ
を
過
ぎ
る
と
最
後
の
急
坂
階
段
で
あ
る
。
顔
を
上
げ
る
と

青
空
を
背
に
木
製
の
鳥
居
が
見
え
た
。

頂
上
で
直
ぐ
に
目
に
す
る
の
は
木
製

の
祠
で
あ
る
。
天
穂
日
命
（
あ
め
の

ほ
ひ
の
み
こ
と
）
が
祀
ら
れ
た
大
嵩

（
お
お
だ
け
）
神
社
で
あ
り
、
毎
年

四
月
二
〇
日
に
嶽
祭
り
が
執
り
行
わ

れ
て
い
る
。
大
嵩
神
社
は
日
野
あ
た

り
で
迂
回
し
た
「
杜
」
で
あ
る
馬
見

岡
綿
向
神
社
の
奥
宮
に
あ
た
る
。
綿

向
山
は
水
の
源
、
そ
こ
に
祀
る
綿
向

大
神
（
天
穂
日
命
）
は
日
野
渓
の
総

産
土
神
と
し
て
、
春
に
里
へ
迎
え
、

綿向山山頂、奥宮の鳥居が迎える

金明水を汲む

登山道から見える金明水
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収
穫
あ
る
い
は
生
活
の
御
守
護
を
戴
く
為
と
の
こ
と
だ
。
一
千
数
百
年
前

よ
り
続
け
ら
れ
て
き
た
神
事
で
あ
り
、
日
野
祭
（
馬
見
岡
綿
向
神
社
の
春

大
祭
五
月
二
、三
日
）
に
つ
な
が
る
神
迎
え
の
祭
事
で
あ
る
。
私
が
訪
れ

た
十
月
中
旬
は
台
風
一
過
の
後
で
あ
り
雲
一
つ
な
い
快
晴
で
あ
っ
た
。
三

重
県
側
の
鈴
鹿
山
系
が
ク
リ
ア
に
見
え
、
伊
勢
湾
を
望
む
こ
と
が
出
来
た
。

目
を
北
東
に
む
け
る
と
一
つ
だ
け
立
ち
上
る
雲
影
が
見
え
た
九
月
に
突
如

噴
火
し
た
木
曽
御
嶽
山
で
あ
る
。
た
っ
た
今
、
恵
を
い
た
だ
い
た
直
後
に

遠
か
ら
ず
し
て
脅
威
を
目
の
当
た
り
に
し
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。

　

下
山
途
中
、
三
合
目
の
あ
ざ
み
小
屋
を
修
復
し
て
い
る
横
山
昇
さ
ん
に

お
話
を
聞
く
こ
と
が
出
来
た
。
十
一
月
十
日
の
「
綿
向
山
の
日
」
の
準
備

を
し
て
お
ら
れ
た
。
一
九
九
六
年
か
ら
毎
年
続
い
て
お
り
、「
住
民
に
親

し
ま
れ
て
い
る
綿
向
山
を
故
郷
の
山
と
し
て
町
の
活
性
化
に
生
か
そ
う
」

と
い
う
主
旨
だ
そ
う
だ
。
こ
れ
は
「
綿
向
山
を
愛
す
る
会
」
の
試
み
で
あ

り
、
約
一
三
〇
名
が
日
々
山
の
保
全
活
動
を
さ
れ
て
い
る
と
の
事
。「
八

合
目
の
金
明
水
は
千
メ
ー
ト
ル
に
位
置
し
て
お
り
、
以
前
、
七
合
目
付
近

に
銀
明
水
と
呼
ば
れ
る
取
水
口
を
確
認
し
た
。」
と
の
お
話
も
聞
く
事
が

出
来
た
。　

綿
向
山
、
水
の
源
に
新
旧
の
形
を
変
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が

山
を
仰
ぎ
な
が
ら
今
日
に
持
続
さ
れ
て
い
る
姿
が
こ
こ
に
あ
る
。

ケ
カ
チ
の
水
（
け
か
ち
の
み
ず
）
伊
吹
山
登
山
口
付
近

　

関
ヶ
原
と
木
ノ
本
を
結
ぶ
北
国
脇
往
還
が
あ
る
。
現
在
は
国
道
３
６
５

号
線
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
高
番
の
交
差
点
を
北

側
へ
入
る
と
な
だ
ら
か
な
坂
道
が
始
ま
っ
て
お
り
滋
賀
県
最
高
峰
、
伊
吹

山
（
一
三
七
七
メ
ー
ト
ル
）
の
裾
野
を
感
じ
る
。
こ
の
辺
は
春
照
（
す
い

じ
ょ
う
）
と
呼
ば
れ
宿
駅
の
地
で
あ
り
伊
吹
山
系
の
水
が
あ
ち
こ
ち
か
ら

湧
き
出
て
い
る
地
で
あ
る
。
更
に
進
む
と
上
野
区
、
三
之
宮
神
社
に
た
ど

り
着
い
た
。
登
山
口
の
ゲ
ー
ト
を
過
ぎ
て
し
ば
ら
く
歩
く
と
右
手
に
注
連

縄
に
ま
か
れ
た
大
き
な
石
が
一
つ
と
そ
の
隣
に
杉
の
大
木
が
み
ら
れ
る
。

足
元
を
見
る
と
細
い
道
が
の
び
石
の
下
側
へ
と
導
い
て
い
る
。
石
の
下
の

穴
を
覗
く
と
大
量
に
水
が
湧
き
出
し
、
勢
い
良
く
こ
ち
ら
へ
流
れ
出
て
い

る
。
そ
こ
は
標
高
二
四
〇
メ
ー
ト
ル
付
近
で
あ
る
。
登
山
道
沿
い
に
は
案

内
板
が
あ
り
「
ケ
カ
チ
の
水
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
読
む
と
江
戸
期
ま

で
は
山
岳
修
行
の
山
で
あ
り
、
行
者
達
は
こ
の
水
で
清
め
、
行
場
を
巡
り

な
が
ら
山
頂
を
目
指
し
た
と
あ
る
。
伊
吹
山
は
、
奈
良
時
代
に
す
で
に
修

験
の
道
場
と
し
て
開
か
れ
て
い
た
ら
し
く
、
平
安
時
代
前
期
に
は
三
修
上

人
が
入
山
、
そ
の
後
、
円
空
や
槍
ケ
岳
を
開
山
し
た
播
隆
上
人
も
足
跡
を

残
し
た
。
山
頂
の
弥
勒
堂
を
一
之
宮
、
磐
座
の
あ
る
シ
ャ
ク
シ
の
森
を
二

之
宮
、
登
拝
口
を
三
之
宮
と
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
カ
タ
カ
ナ

の
「
ケ
カ
チ
」
で
あ
る
が
案
内
板
を
読
み
進
め
る
と
、

修
行
の
ひ
と
つ
に
「
悔
過
の
行
」
仏
の
前
で
こ
れ
ま
で
の
罪
過
を
悔

い
改
め
、
心
身
と
も
清
浄
の
境
地
に
な
っ
て
天
下
太
平
・
五
穀
豊
穣

な
ど
の
祈
願
す
る
も
の
で
す
。
か
つ
て
こ
の
辺
に
「
お
池
さ
ん
」
と

呼
ば
れ
る
泉
が
あ
り
、「
悔
過
（
け
か
）
の
池
（
ち
）」
か
ら
き
て
い

る
よ
う
で
す
。
ま
た
こ
の
水
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
が
熱
を
冷

ま
し
た
「
命
の
水
」
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
上
野
区

と
あ
る
。
現
在
も
生
活
、
消
雪
、
田
畑
の
用
水
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
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よ
う
で
あ
る
。
以
前
二
〇 

一
〇
年

初
春
に
訪
れ
た
時
は
、
大
雪
の
影
響

で
あ
ろ
う
か
案
内
板
が
傷
つ
い
て
お

り
、
倒
れ
て
い
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

再
訪
し
た
二
〇
一
二
年
に
は
新
調
さ

れ
て
お
り
、
上
野
区
の
住
民
の
方
々

が
登
山
者
を
招
待
す
る
気
持
ち
と
地

元
に
伝
わ
る
聖
な
る
水
を
大
事
に
す

る
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
来
る
。

二
〇
一
四
年
の
十
一
月
に
は
今
年
５

月
か
ら
登
山
者
に
入
山
料
を
取
る
実

験
的
な
試
み
な
さ
れ
て
い
る
と
報
道

さ
れ
て
い
た
。
今
日
の
ち
ょ
っ
と
し
た
ト
レ
ン
ド
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
登
山
客
が
増
え
て
い
る
よ
う
だ
。
当
然
、
環
境
整
備
事
業
の
資
金

と
な
っ
て
山
は
美
し
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
自
然
と
対
話
し
な
が

ら
山
へ
歩
み
寄
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
時
に
は
我
々
の
想
像
に
及
ば
な
い
猛

威
を
ふ
る
う
こ
と
が
あ
る
。
私
は
看
板
を
架
け
替
え
、
山
を
整
備
し
、
守

る
上
野
区
の
方
々
に
感
謝
し
な
が
ら
水
を
汲
ん
だ
。

天
命
水
（
て
ん
め
い
す
い
）
比
良
山
系 

打
見
山
山
頂
付
近

　

比
良
の
霊
峰
と
言
え
ば
何
処
を
示
す
の
か
、
最
高
峰
は
武
奈
ヶ
岳

（
一
二
一
四
・
四
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
る
が
残
念
な
こ
と
に
山
裾
か
ら
そ
の

山
様
を
仰
ぎ
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
と
な
る
と
Ｊ
Ｒ
湖
西
線
な
ど
か
ら

見
て
真
っ
先
に
目
に
す
る
蓬
莱
山
（
一
一
七
四
・
三
メ
ー
ト
ル
）
あ
る
い

は
打
見
山
（
一
一
〇
八
メ
ー
ト
ル
）
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
、
び

わ
湖
バ
レ
イ
で
に
ぎ
わ
う
こ
の
二
峰
は
比
良
山
系
を
象
徴
す
る
山
と
い
っ

て
良
い
で
あ
ろ
う
。
琵
琶
湖
か
ら
見
て
右
側
に
位
置
し
て
い
る
打
見
山
に

は
頂
上
付
近
に
ゴ
ン
ド
ラ
の
山
頂
駅
が
見
え
る
そ
の
ち
ょ
う
ど
真
下
あ
た

り
に
水
場
が
存
在
す
る
。
石
製
の
鳥
居
の
扁
額
に
「
天
命
水
」
の
文
字
が

見
ら
れ
る
。
そ
の
間
の
岩
陰
か
ら
水
は
湧
き
出
て
い
る
。
普
段
は
山
麓
か

ら
の
登
山
者
の
山
頂
前
の
お
助
け
水
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
私
も

吹
き
出
る
汗
を
拭
い
、
一
口
含
む
と
疲
れ
が
癒
さ
れ
蘇
っ
て
く
る
感
じ
が

し
た
。
振
り
変
え
る
と
眼
下
に
は
琵
琶
湖
西
岸
が
ハ
ッ
キ
リ
と
見
え
、
Ｊ

Ｒ
湖
西
線
を
追
っ
て
い
く
と
、
南
湖
の
形
ま
で
遠
望
で
き
る
。

　

こ
の
水
は
春
の
訪
れ
に
象
徴
さ
れ
る
恒
例
の
法
要
「
比
良
八
講
」
に
安

ケカチの水の案内板

ケカチの水を汲むケカチの水と石と大木
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全
祈
願
と
し
て
汲
水
さ
れ
る
水
で
あ
る
。「
お
水
取
り
」
で
有
名
な
奈
良

東
大
寺
修
二
会
と
並
び
、
神
仏
へ
の
信
仰
が
今
日
ま
で
継
承
さ
れ
て
来
た

こ
と
を
実
証
す
る
行
事
で
あ
る
。

　

比
良
八
講
と
は
最
澄
が
比
叡
山
で
開
山
し
た
日
本
天
台
宗
の
修
法
の
一

つ
、「
法
華
八
講
」
と
い
う
試
験
を
兼
ね
た
法
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
に

寒
気
が
ぶ
り
返
し
、
突
風
が
吹
い
て
琵
琶
湖
が
大
荒
れ
に
な
る
。
こ
れ
は

琵
琶
湖
と
比
良
山
の
温
度
差
で
突
風
が
起
こ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

「
比
良
八
講
（
ひ
ら
は
っ
こ
う
）」
と
呼
び
、
こ
の
日
を
「
比
良
の
八
荒
、

荒
れ
じ
ま
い
」
の
日
と
し
て
、
こ
の
法
要
が
終
わ
る
と
湖
国
に
も
本
格
的

な
春
が
訪
れ
る
、
と
さ
れ
る
。
鎌
倉
期
に
興
っ
た
庶
民
救
済
の
仏
教
宗
派

へ
転
宗
し
途
絶
え
る
が
「
比
良
八
講
」
と
い
う
言
葉
の
み
が
残
る
。

　

昭
和
三
〇
年
、
比
良
八
講
の
法
要
は
、
比
叡
山
の
飯
室
谷
の
箱
崎
文
応

大
僧
正
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
、
今
日

に
至
っ
て
い
る
。

　

三
月
九
日
、
安
全
祈
願
祭
が
日
吉

大
社
西
本
宮
に
て
始
ま
り
、
三
月

二
二
日
の
お
水
取
り
は
、
打
見
山
山

頂
近
く
に
あ
る
延
法
寺
に
お
い
て
比

良
八
講
に
献
じ
る
法
水
を
天
命
水
と

呼
ば
れ
る
湧
き
水
よ
り
取
水
し
、 

こ

れ
を
比
良
三
尊
（
観
音
菩
薩
、
不
動

明
王
、
毘
沙
門
天
）
に
供
え
、
法
華

論
議
法
要
（
三
問
一
答
）
が
執
り
行

わ
れ
る
。
こ
の
お
水
取
り
の
儀
式
は
、
修
三
会
（
し
ゅ
さ
ん
え
）
と
呼
ば

れ
る
。
三
月
二
六
日 

大
津
の
本
福
寺
出
発
、
市
中
お
練
り
、
桟
橋
法
要
、

湖
上
法
要
、
こ
こ
で
打
見
山
山
上
の
天
命
水
を
湖
上
に
送
水
し
湖
水
清
浄

を
祈
願
す
る
。
そ
の
後
、
近
江
舞
子
浜
お
練
り
、
採
燈
護
摩
供
が
執
り
行

わ
れ
る
。

　

近
江
に
お
け
る
山
と
湖
の
関
係
は
根
深
い
も
の
が
あ
る
。
湧
水
に
迫
る

こ
と
が
我
々
の
住
む
近
江
の
地
の
起
源
に
迫
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
い
つ
も
の
事
で
あ
る
が
湧
水
を
発
見
し
た
時
の
興
奮
は
忘

れ
ら
れ
な
い
記
憶
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
山
上
に
お
い
て
は
疲
労
と
不
思

議
の
ダ
ブ
ル
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
水
道
の
無
い
社
会
と
い
う

の
が
私
に
は
想
像
が
つ
か
な
い
。
そ
う
考
え
人
々
が
水
を
囲
ん
で
文
化
が

天命水

天命水を汲む学生

天命水付近からの眺望



73 成安造形大学附属近江学研究所 紀要　第３号

育
ま
れ
て
来
て
い
る
こ
と
を
確
信
す
る
の
で
あ
る
。

追
記  

　

二
〇
一
二
年
十
二
月
よ
り
滋
賀
県
文
化
振
興
事
業
団
が
発
行
す
る
「
湖

国
と
文
化
」
に
“
近
江
の
水
を
め
ぐ
る
”
と
題
し
て
近
江
の
湧
水
を
写
真

と
文
で
紹
介
す
る
機
会
を
あ
た
え
ら
れ
た
。
現
在
ま
で
九
回
の
連
載
が
継

続
さ
れ
て
お
り
、
六
回
か
ら
九
回
の
四
回
分
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
章
を
可
能

な
限
り
残
し
、
近
江
学
研
究
紀
要
と
し
て
再
編
集
し
た
。
紀
要
の
冒
頭
は

二
〇
一
五
年
一
月
現
在
に
お
け
る
私
自
身
の
現
況
報
告
か
ら
始
め
、
次
に

地
域
社
会
を
つ
な
ぐ
水
と
し
て
「
結
い
の
水
、
集
い
の
水
」、
県
境
に
有

す
る
こ
と
か
ら
近
隣
住
民
が
互
い
の
暗
黙
で
維
持
す
る
「
峠
の
水
、
境
の

水
」、
湧
水
に
関
わ
る
伝
承
が
今
日
も
地
域
住
民
の
み
な
ら
ず
る
遠
方
か

ら
の
来
訪
者
を
招
き
入
れ
て
い
る
「
呼
ぶ
水
、
続
く
水
」、
山
で
の
お
助

け
水
で
あ
り
山
岳
信
仰
や
太
湖
へ
の
畏
怖
対
象
と
な
っ
て
い
る
「
山
の
水
、

祈
り
水
」
に
焦
点
を
あ
て
た
。

　

あ
ら
た
め
て
気
付
い
た
事
に
、
い
ず
れ
も
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成

の
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
高
度
情
報
化
社
会

が
も
た
ら
し
た
バ
ー
チ
ャ
ル
空
間
で
の
情
報
共
有
と
い
っ
た
事
で
は
な
い
。

顔
を
会
わ
さ
ず
と
も
水
場
の
形
成
と
持
続
に
お
い
て
、
利
害
関
係
や
管
理

責
任
の
問
題
を
超
え
て
、
誰
も
が
豊
か
な
日
常
生
活
を
継
続
出
来
る
よ
う

水
場
を
見
守
ら
れ
て
い
る
環
境
が
今
日
ま
で
持
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
誰
と
い
う
事
も
無
く
、
常
に
誰
か
が
手
間
を
か
け
世
話
し
て
き
た
痕

跡
が
水
場
に
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

近
江
に
は
、い
つ
か
ら
か
語
ら
れ
て
き
た
有
名
な
言
葉
に「
三
方
よ
し
」

が
あ
る
。
そ
の
最
後
の
「
世
間
よ
し
」
は
、
近
江
を
行
き
交
う
人
々
を
対

象
に
自
然
に
身
に
付
い
た
精
神
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。
そ
し
て
多
く

の
様
々
な
種
類
の
情
報
を
得
る
事
が
で
き
た
近
江
の
人
々
は
時
代
状
況
を

読
み
取
り
、
様
々
な
生
業
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
世
間
よ
し
」

は
近
江
の
地
に
お
い
て
己
だ
け
が
抜
き
に
出
て
富
を
得
る
の
で
な
く
、
総

じ
て
幸
せ
で
あ
る
事
が
豊
か
さ
を
持
続
さ
せ
る
事
で
あ
る
と
、
い
ち
早
く

気
付
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
近
江
の
水
を
め
ぐ
る
最
中
、
ふ
と

そ
の
よ
う
な
事
を
考
え
る
に
至
っ
た
。

　

今
日
我
々
が
抱
え
る
様
々
な
問
題
と
、社
会
が
要
求
す
る
ヒ
ン
ト
が「
近

江
の
水
と
暮
ら
し
」
の
中
に
隠
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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