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一
、
は
じ
め
に� �

　

滋
賀
県
の
六
分
の
一
を
占
め
る
日
本
最
大
の
湖
で
あ
る
琵
琶
湖
は
、
最

も
狭
い
部
分
に
架
か
る
琵
琶
湖
大
橋
を
境
に
「
南
湖
」
と
「
北
湖
」
に
分

か
れ
る
。
水
深
も
浅
く
対
岸
ま
で
三
キ
ロ
余
り
の
南
湖
は
六
七
〇
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
あ
る
琵
琶
湖
の
わ
ず
か
八
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
で
あ
る
。
北
湖

は
「
ウ
ミ
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
く
広
大
で
琵
琶
湖
の
大
半
を
占
め
る
が
、

湖
の
東
、
西
、
北
で
湖
岸
の
様
相
は
大
き
く
変
わ
る
。
明
治
時
代
以
降
に

大
規
模
な
干
拓
や
護
岸
な
ど
で
湖
岸
は
人
の
手
が
加
わ
り
、
東
岸
、
南
岸

に
み
ら
れ
る
人
工
湖
岸
は
湖
岸
の
三
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
の
ぼ
る
。
そ
れ
に

比
べ
北
部
の
湖
岸
は
、
山
が
湖
に
せ
り
出
す
山
地
湖
岸
が
大
半
で
、
全
湖

岸
線
の
う
ち
の
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
り
あ
る
山
地

湖
岸
の
大
半
を
占
め
て
い
る（
滋
賀
県「
琵
琶
湖
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」『
湖
岸
』）。

滋
賀
県
の
南
部
、
東
部
に
比
べ
平
地
は
少
な
く
、
気
候
的
に
は
北
陸
、
日

本
海
気
候
で
あ
り
今
で
は
辺
鄙
な
地
域
の
印
象
が
ぬ
ぐ
え
な
い
が
、
明
治

初
期
ま
で
は
若
狭
と
京
都
、
大
阪
を
結
ぶ
琵
琶
湖
水
運
の
要
で
「
塩
津
」

「
大
浦
」「
菅
浦
」
と
い
っ
た
港
が
あ
り
、
湖
北
の
人
々
が
重
要
な
水
運

を
担
っ
て
き
た
。

　

リ
ゾ
ー
ト
地
と
し
て
湖
岸
が
開
発
さ
れ
て
き
た
大
津
、
草
津
、
彦
根
、

•••••••••••••••••••••••••••••••
Name�:

YOSHIMURA　Toshiaki

Title�:
Sugaura:�A�Visit� to�a�Village�Where�Life� is�Closely� Interwoven�
with�Lake�Biwa

Summary�:�
Lake�Biwa�encompasses�one�sixth�of� the�area�of�Shiga�Prefecture�and�
has�played�a�vital�part�in�the�lives�of�people�of�Shiga�since�ancient�times.�
Lake�Biwa� is�well�known�as�an� important� tourism�resource.�However,�
the�people�who�live�by�the�lake�and�depend�on�it�for�their�livelihoods�are�
given�little�mention.�Okubiwako,�the�northernmost�area�of�Lake�Biwa,�is�
a�breathtakingly�beautiful�area,�with�a�very�long,�very�rich�culture�but�
public� transportation� to� the�area� is� limited�and�access� is� inconvenient,�
making� it�even�more�remote.� In� this�paper�I�will�present�a�survey�of�
Sugaura,�a�village� in�Okubiwako.� �This�village,�which�was�mentioned�
in�poems�of�Man'yoshu�centuries�ago,�has� its�own�unique�customs�and�
culture�that�have�been�preserved�to�the�present.�In�this�survey�I�exam-
ine�the�lifestyle�of�the�people�of�Sugaura,�whose�existence�is�intricately�
interwoven�with�Lake�Biwa,�examining�the�period�of�the�recent�past�to�
the�present�day.
•••••••••••••••••••••••••••••••
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長
浜
な
ど
と
い
っ
た
湖
南
、
湖
東
か
ら
み
る
琵
琶
湖
は
葭
原
、
湖
越
し
に

湖
西
の
山
々
を
望
む
穏
や
か
で
優
し
げ
な
風
景
を
連
想
す
る
が
、
湖
西
の

高
島
市
北
部
の
海
津
（
高
島
市
マ
キ
ノ
町
）
に
至
る
と
湖
岸
の
様
相
が
一

変
す
る
。
海
津
か
ら
高
月
町
片
山
（
長
浜
市
）
に
至
る
琵
琶
湖
最
北
部
の

奥
琵
琶
湖
と
呼
ば
れ
る
地
域
は
、
平
野
部
が
少
な
く
山
か
ら
一
気
に
琵
琶

湖
に
落
ち
込
む
、
ま
る
で
フ
ィ
ヨ
ル
ド
の
よ
う
な
地
形
で
あ
る
。
そ
の
奥

琵
琶
湖
の
中
ほ
ど
あ
た
り
、
湖
に
突
き
出
た
葛つ

づ

籠ら

尾お

崎さ
き

の
西
側
部
分
に
菅す

が

浦う
ら

（
長
浜
市
西
浅
井
町
）
と
い
う
集
落
が
あ
る
。
万
葉
集
に
も
詠
わ
れ
中

世
の
古
文
書
「
菅
浦
文
書
」
で
知
ら
れ
る
菅
浦
で
あ
る
。
最
近
で
は
平
成

二
十
八
年
に
、
重
要
文
化
的
景
観
と
し
て
「
菅
浦
の
湖
岸
集
落
景
観
」
が

湖北水鳥公園海津大崎

▲

永原

大浦

菅浦

葛籠尾崎

大崎寺

塩津

海津天神社

長浜市木本町

奥琵琶湖
スポーツの森

都久夫須麻神社

高島市マキノ町

追坂峠
奥出湾

54

『　奥琵琶湖　』

マキノ

近江中庄

奥琵琶湖
パークウェイ

余呉湖

JR 湖西線

161
557

161
303

8

336

512

513

宝憧寺
宗正寺

竹生島

大浦

菅浦

葛籠尾崎

奥琵琶湖
パークウェイ

つづらお

奥出湾

大浦漁港

菅浦漁港

須賀神社

阿弥陀寺

国民宿舎

西の四足門

東の四足門

葛籠尾崎パーキング

赤崎

月出

日指

諸河

池の口

ジャガ

『　菅浦　』

東の舟入
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選
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
だ
。
湖
上
交
通
が
さ
び
れ
て
一
時
は
陸
の
孤
島
と
い

わ
れ
た
僻
村
で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
琵
琶
湖
と
と
も
に
生
き
、
水
運
の
担

い
手
と
し
て
ま
た
漁
民
と
し
て
暮
ら
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
今
日
の
「
菅

浦
」
の
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
知
り
た
く
話
を
伺
い
に
訪
れ
た
。

二
、
大
浦
か
ら
菅
浦
の
景
観� �

　

湖
西
の
北
の
端
、
桜
で
有
名
な
海
津
か
ら
湖
岸
に
沿
っ
て
進
む
と
大
浦

（
長
浜
市
西
浅
井
町
）
を
経
て
菅
浦
に
至
る
。
奥
琵
琶
湖
の
景
観
を
楽
し

め
る
ル
ー
ト
だ
。
海
津
か
ら
大お

お

崎さ
き

寺じ

（
高
島
市
マ
キ
ノ
町
海
津
）、
海
津

大
崎
を
経
て
大
浦
に
至
る
桜
並
木
の
美
し
い
湖
岸
沿
い
の
道
が
あ
る
が
、

遠
回
り
し
て
追お

い

坂さ
か

峠
か
ら
Ｊ
Ｒ
永
原
駅
、
大
浦
に
至
る
道
を
行
く
。
大
浦

の
町
は
ず
れ
大
浦
漁
港
か
ら
先
が
菅
浦
で
あ
る
。
大
き
く
入
り
込
ん
だ
琵

琶
湖
は
、
静
か
な
湖
面
に
山
容
を
映
し
て
琵
琶
湖
の
雰
囲
気
か
ら
は
程
遠

い
印
象
で
あ
る
。
大
浦
と
菅
浦
の
境
界
か
ら
十
九
キ
ロ
弱
が
菅
浦
の
観
光

産
業
に
大
な
影
響
を
与
え
た
奥
琵
琶
湖
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
と
な
る
。
赤あ

か

崎さ
き

を

回
り
込
む
と
奥
出
湾
が
見
え
る
。
以
前
は
赤
崎
か
ら
湾
を
挟
ん
で
対
岸
の

突
き
出
し
た
ジ
ャ
ガ
（
蛇
賀
）
と
の
間
に
は
「
こ
わ
た
し
」
と
い
う
渡
し

が
あ
っ
た
。
左
手
谷
筋
に
沿
っ
て
開
け
た
田
ん
ぼ
が
あ
る
。
中
世
に
大
浦

と
土
地
を
争
っ
た
「
諸も

ろ

河こ

」
と
い
う
農
地
で
あ
る
。「
奥
手
浜
」
に
も
同

じ
く
騒
動
の
も
と
と
な
っ
た
「
日ひ

指さ
し

」
の
農
地
が
あ
り
、
今
で
は
農
地
改

良
で
整
っ
た
田
ん
ぼ
が
谷
い
っ
ぱ
い
に
広
が
っ
て
い
る
。
避
難
港
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
池
の
口
を
過
ぎ
る
と
ほ
ど
な
く
湖
の
視
界
が
開
け
、
琵
琶

湖
ら
し
い
景
色
が
戻
っ
て
く
る
。「
竹ち

く

生ぶ

島し
ま

」
が
見
え
て
く
れ
ば
菅
浦
の

集
落
は
近
い
。

　

陸
の
孤
島
と
は
思
え
な
い
観
光
地
ら
し
い
レ
ス
ト
ラ
ン
と
国
民
宿
舎

「
つ
づ
ら
お
」
が
現
れ
る
。
こ
こ
で
奥
琵
琶
湖
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
と
別
れ
、

菅
浦
の
人
々
に
副
収
入
を
も
た
ら
し
た
「
ヤ
ン
マ
ー
家
庭
工
場
」
の
一
つ

を
過
ぎ
る
と
す
ぐ
に
「
須
賀
神
社
」
の
大
い
ち
ょ
う
が
目
に
と
ま
る
。
菅

浦
の
集
落
で
あ
る
。
湖
岸
横
の
駐
車
場
は
老
人
会
の
方
々
が
清
掃
に
あ

た
っ
て
お
ら
れ
た
。
須
賀
神
社
参
道
横
の
御
供
所
の
左
に
、
葭よ

し

葺ぶ
き

の
「
西

の
四し

足そ
く

門も
ん

」
が
あ
る
。
遠
く
湾
の
向
こ
う
集
落
の
右
端
に
は
「
東
の
四
足

門
」
が
見
え
る
。
こ
の
東
西
の
門
に
挟
ま
れ
た
集
落
が
菅
浦
の
村
で
あ
る
。

集
落
の
中
ほ
ど
に
景
観
に
似
合
わ
な
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
囲
ま
れ
た
船
溜

ま
り
が
あ
る
。
昭
和
五
四
年
（
一
九
七
九
）
に
滋
賀
県
の
「
新
沿
岸
漁
業

構
造
改
善
事
業
」
で
築
港
さ
れ
た
船
溜
ま
り
は
、
菅
浦
の
景
観
の
一
つ
で

あ
っ
た
東
西
の
「
舟
入
」
の
埋
め
立
て
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
。
そ
の
手

前
に
猫
の
額
ほ
ど
の
砂
利
浜
が
あ
り
、
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
長
さ
の
橋
板

が
三
ヶ
所
湖
に
突
き
出
て
い
た
。
地
元
で
は
「
ウ
マ
」
と
呼
び
、
水
汲
み

や
洗
い
場
な
ど
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。
小
さ
な
二
人
の
子
供

と
そ
の
祖
父
ら
し
き
人
物
が
水
遊
び
に
興
じ
て
い
た
。
母
親
ら
し
き
女
性

が
「
ウ
マ
」
に
腰
か
け
て
見
守
っ
て
い
る
。
日
常
生
活
が
垣
間
見
ら
れ
る

光
景
で
あ
る
。
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菅浦の集落　山と湖の狭間に民家が立ち並ぶ

菅浦文書に登場する奥出湾に面した「日指」の農地

台風時などで避難港として使われている「池の口」

「須賀神社」鳥居と御供所、その奥に神輿堂がある

三
、
菅
浦
の
集
落
と
聞
き
取
り� �

　

ま
ず
、「
須
賀
神
社
」
に
参
拝
す
る
。
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
）
の

付
け
替
え
で
一
気
に
琵
琶
湖
に
下
る
小
出
川
沿
い
に
参
道
が
伸
び
る
。
き

れ
い
に
整
備
さ
れ
た
石
畳
が
終
わ
る
と
こ
ろ
に
手
水
舎
が
あ
り
、
苔
む
し

た
水み

ず

石い
し

の
階
段
が
拝
殿
に
向
か
っ
て
い
る
。
参
拝
の
氏
子
は
こ
れ
よ
り
裸

足
に
な
る
。
神
へ
の
敬
虔
さ
の
顕
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
菅
浦
で
は
船
に
は

濡
れ
た
床
で
滑
ら
な
い
よ
う
裸
足
で
乗
っ
て
い
た
。
菅
浦
で
は
船
は
重
要

な
交
通
手
段
で
あ
り
、
そ
の
生
活
習
慣
か
ら
船
形
古
墳
（
淳

じ
ゅ
ん

仁に
ん

天
皇
御
陵

と
伝
わ
る
）
の
あ
る
神
社
全
体
を
船
に
見
立
て
て
裸
足
に
な
っ
た
と
も
聞

く
。
一
般
参
拝
者
も
ス
リ
ッ
パ
に
履
き
替
え
る
と
の
張
り
紙
が
あ
り
、
貸

し
出
し
の
ス
リ
ッ
パ
を
お
借
り
す
る
。

　

須
賀
神
社
は
、
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
の
「
神
社
合
祀
令
」
に
基

づ
き
、
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
に
元
々
あ
っ
た
「
小
林
神
社
」、「
赤

崎
神
社
」、「
保
良
神
社
」
の
三
社
を
合
祀
し
た
も
の
で
、「
本
殿
覆
屋
」

内
に
向
か
っ
て
右
側
の
東
殿
に
淳
仁
天
皇
を
祭
神
と
す
る
保
良
神
社
、
左

側
の
西
殿
に
小
林
神
社
と
赤
崎
神
社
を
祀
っ
て
い
る
。
平
成
二
五
年
に

千
二
百
五
十
年
祭
が
行
わ
れ
、
境
内
は
き
れ
い
に
整
備
さ
れ
て
い
る
。
菅

浦
の
人
々
と
須
賀
神
社
の
強
い
つ
な
が
り
を
感
じ
な
が
ら
参
拝
を
終
え
、

参
道
途
中
の
「
菅
浦
郷
土
史
料
館
」
に
向
か
っ
た
。

　

郷
土
史
料
館
は
、
菅
浦
の
方
々
に
よ
り
運
営
さ
れ
日
曜
日
の
み
開
館
し

て
い
る
。
事
前
に
連
絡
し
て
お
い
た
の
で
平
日
に
も
か
か
わ
ら
ず
開
館
い

た
だ
い
た
。
一
室
に
は
須
賀
神
社
関
連
の
棟
札
、
絵
馬
、
中
世
の
惣
に
関
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わ
る
資
料
な
ど
が
展
示
さ
れ
、
奥
の
一
室
に
は
民
具
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

今
年
の
運
営
を
担
当
さ
れ
て
い
る
藤
井
泉
三
氏
に
案
内
い
た
だ
き
、
合
わ

せ
て
菅
浦
の
昭
和
、
平
成
の
生
活
に
つ
い
て
伺
っ
た
。
話
の
後
で
、
菅
浦

の
歴
史
に
つ
い
て
は
阿
弥
陀
寺
住
職
秋
山
富
男
氏
を
勧
め
ら
れ
、
日
を
改

め
て
秋
山
住
職
よ
り
話
を
伺
う
こ
と
に
す
る
。

　

藤
井
氏
か
ら
菅
浦
の
人
口
が
減
少
し
高
齢
化
し
て
い
る
と
伺
っ
て
い
た
。

七
月
、
昼
時
の
暑
い
時
間
帯
で
あ
っ
た
と
は
い
え
集
落
に
は
人
影
が
見
え

ず
静
ま
っ
て
い
る
。
集
落
西
端
の
道
祖
神
か
ら
景
観
を
代
表
す
る
「
波な

み

除よ
け

石
垣
」
に
沿
っ
て
集
落
の
中
ほ
ど
を
「
東
の
舟
入
」
跡
に
向
か
う
。
昔
な

が
ら
の
風
情
の
残
る
民
家
の
中
に
は
、
新
し
く
立
て
替
え
ら
れ
た
今
日
風

の
民
家
や
プ
レ
ハ
ブ
の
ヤ
ン
マ
ー
家
庭
工
場
が
存
在
す
る
。
も
し
潮
の
香

り
が
加
わ
れ
ば
、
琵
琶
湖
岸
の
集
落
と
い
う
よ
り
も
日
本
海
に
面
し
た
う

つ
く
し
い
漁
村
の
印
象
で
あ
る
。「
阿あ

弥み

陀だ

寺じ

」
ま
で
は
三
百
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
、
立
派
な
穴あ

の
う太

積
み
の
石
垣
の
上
に
大
き
な
枝
垂
れ
桜
が
あ
り
本
堂

が
建
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
道
沿
い
に
二
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
東
の
舟
入
に

着
く
。
東
の
四
足
門
ま
で
は
湖
岸
沿
い
に
さ
ら
に
三
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
先

に
な
る
。
こ
こ
で
折
り
返
し
湖
岸
横
の
浜
通
り
と
呼
ば
れ
る
道
を
通
っ
て

西
の
四
足
門
に
戻
っ
た
。

　

改
め
て
菅
浦
を
訪
れ
秋
山
住
職
に
話
を
伺
う
。
ま
ず
、
割
烹
旅
館
佐
吉

を
営
ん
で
い
ら
れ
る
岩
佐
達
己
氏
を
訪
れ
菅
浦
の
食
文
化
に
つ
い
て
話
を

伺
う
こ
と
に
し
て
い
た
が
、
当
方
の
連
絡
不
手
際
で
訪
問
時
間
が
重
な
っ

て
し
ま
い
ご
住
職
に
迷
惑
を
か
け
た
が
、
二
時
間
余
り
に
わ
た
っ
て
菅
浦

の
歴
史
と
人
々
の
生
活
に
つ
い
て
丁
寧
な
お
話
を
い
た
だ
い
た
。
佐
吉
の

「須賀神社」、ミズイシの敷かれた階段。正面は拝殿

「菅浦郷史資料館」、通常は日曜日のみ開館

「西の四足門」、集落の境を示す。

東の境には同様の「東の四足門」がある（写真：寿福滋）
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岩
佐
氏
に
つ
い
て
は
後
日
、「
琵
琶
湖
と
食
文
化
」「
菅
の
ま
つ
り
」
に
つ

い
て
、
こ
れ
も
二
時
間
余
り
お
話
を
い
た
だ
く
機
会
を
得
た
。

　

菅
浦
郷
土
史
料
館
の
藤
井
泉
三
氏
、
阿
弥
陀
寺
住
職
秋
山
富
男
氏
、
割

烹
旅
館
佐
吉
の
岩
佐
達
己
氏
、
各
氏
の
お
話
は
、
菅
浦
の
千
数
百
年
間
と

い
う
歴
史
時
間
に
凝
縮
さ
れ
、
内
容
豊
か
で
多
岐
に
わ
た
っ
た
。

四
、
菅
浦
の
今
昔� �

　

菅
浦
は
百
二
十
軒
余
り
の
民
家
が
あ
る
が
、
生
活
し
て
い
る
の
は
五
十

数
軒
で
百
二
十
名
ほ
ど
で
あ
る
。
村
内
に
産
業
と
な
る
も
の
が
少
な
く
、

菅
浦
を
離
れ
て
勤
務
し
て
い
る
人
が
多
い
。
ま
た
利
便
性
を
考
え
て
菅
浦

に
家
が
あ
り
な
が
ら
、
町
の
近
く
に
別
に
家
を
建
て
て
い
る
と
聞
く
。
そ

の
た
め
、
菅
浦
の
集
落
と
し
て
は
高
齢
化
が
著
し
い
と
い
う
。
住
民
の
足

で
あ
る
バ
ス
路
線
も
一
日
に
三
本
し
か
な
く
、
過
去
に
は
船
が
頼
り
で

あ
っ
た
菅
浦
で
あ
る
が
、
今
で
は
自
家
用
車
が
重
要
な
交
通
手
段
に
な
っ

て
い
る
。
昨
年
ま
で
は
小
さ
い
な
が
ら
も
商
店
が
あ
っ
た
が
、
若
い
人
た

ち
が
村
外
で
日
用
品
を
購
入
し
て
帰
る
の
で
、
村
内
で
は
商
売
が
な
り
ゆ

か
な
く
な
っ
た
。
今
は
、
週
に
一
回
移
動
販
売
車
が
来
る
も
の
の
年
配
者

に
は
生
活
が
し
に
く
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
通
り
か
ら
は
子
供

た
ち
の
声
が
し
な
い
菅
浦
だ
が
、
保
育
園
児
一
名
、
幼
稚
園
児
一
名
が
い

る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
漁
業
専
従
者
は
二
、三
名
で
五
、六
人
が
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
と
の
兼
業
で
従
事
し
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
続
く
ヤ
ン
マ
ー

家
庭
工
場
は
今
も
十
ヵ
所
ほ
ど
が
稼
働
し
て
い
る
。

菅
浦
の
農
業

　

現
在
、
村
内
の
畑
地
は
極
端
に
少
な
い
。
藤
井
氏
の
話
で
は
、
今
の
景

観
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
が
、
村
の
収
入
源
で
あ
っ
た
薪
や
、
灯
火
用
や

油
紙
塗
料
の
油
を
と
る
油

あ
ぶ
ら

桐ぎ
り

に
代
わ
っ
て
、
船
で
輸
送
で
き
る
利
便
性
か

ら
湖
北
の
養
蚕
農
家
へ
の
出
荷
用
の
桑
の
栽
培
が
盛
ん
に
な
り
、
明
治
後

期
か
ら
昭
和
前
期
ま
で
集
落
の
周
囲
は
桑
畑
が
広
が
っ
て
い
た
と
い
う
。

村
で
の
養
蚕
は
産
業
と
な
る
ほ
ど
で
も
な
く
家
庭
で
使
う
程
度
で
あ
っ
た
。

稲
作
は
、
中
世
か
ら
始
ま
っ
た
隣
村
の
大
浦
と
の
土
地
争
い
で
わ
か
る
よ

う
に
、
平
地
の
な
い
菅
浦
は
田
ん
ぼ
の
確
保
に
腐
心
し
て
き
た
。
稲
作
は

奥
出
湾
の
日
指
・
諸
河
の
地
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
昭
和
前
期
ま
で
は
、

稲
を
干
す
の
に
奥
出
湾
の
内
側
は
風
通
し
の
悪
さ
が
あ
り
、
稲
の
運
搬
に

舟
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
日
当
た
り
の
良
い
集
落
前
の
狭
い
礫
浜

に
ハ
サ
杭
を
立
て
て
稲
干
し
を
し
て
い
た
。
農
業
に
お
い
て
も
琵
琶
湖
の

存
在
が
大
き
く
関
わ
っ
て
き
た
と
い
う
。
ハ
サ
杭
に
使
う
栗
の
木
と
ハ
サ

竹
も
重
要
な
商
品
で
あ
っ
た
。
ま
た
ハ
サ
竹
用
の
真
竹
は
竹
細
工
や
剣
道

の
防
具
の
胴
や
竹
刀
と
し
て
も
商
品
化
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
も
近
年
は
利

用
さ
れ
ず
に
竹
藪
は
荒
れ
て
い
る
と
い
う
。
南
向
き
に
湖
に
面
し
て
湖
北

の
中
で
も
暖
か
い
こ
と
か
ら
、
ミ
カ
ン
、
ビ
ワ
な
ど
果
樹
の
栽
培
も
行
わ

れ
て
き
た
が
、
近
年
は
イ
ノ
シ
シ
、
サ
ル
、
シ
カ
な
ど
に
よ
る
食
害
が
ひ

ど
い
ら
し
い
。

菅
浦
の
漁
業

　

明
治
時
代
ま
で
は
魚
を
取
っ
て
も
商
売
と
し
て
は
成
り
立
ち
に
く
く
、
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漁
師
は
ま
ず
し
い
暮
ら
し
を
余
儀
な
く
し
て
い
た
。
漁
業
が
商
売
と
な
る

の
は
大
正
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
、
昭
和
に
入
り
道
路
が
開
通
し
て
か
ら

は
商
品
の
「
稚
ア
ユ
」
輸
送
の
ト
ラ
ッ
ク
が
水
替
え
を
し
な
が
ら
輸
送
し

た
と
い
う
。
そ
の
頃
は
毎
年
十
月
に
な
る
と
、
遡
上
で
き
な
い
ま
ま
死
ん

で
い
く
ア
ユ
で
浜
が
黒
く
な
っ
た
ら
し
い
。

　

昭
和
後
期
高
度
成
長
期
に
琵
琶
湖
の
水
質
が
悪
化
し
た
。
い
く
ら
か
改

善
さ
れ
て
琵
琶
湖
の
中
で
も
奥
琵
琶
湖
は
、
窒
素
や
リ
ン
の
値
は
低
く
透

明
度
も
高
い
と
い
え
る
が
（
滋
賀
県
『
琵
琶
湖
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』『
水
質

の
変
化
』）、
過
去
の
水
質
を
知
っ
て
い
る
藤
井
氏
に
言
わ
せ
れ
ば
飲
み
水

に
も
使
え
た
昔
の
水
質
か
ら
は
程
遠
い
と
い
う
。
水
質
の
変
化
に
合
わ
せ

た
よ
う
に
琵
琶
湖
で
の
漁
獲
量
が
二
〇
〇
二
年
統
計
で
は
五
十
年
間
で
五

分
の
一
ま
で
減
少
し
（
前
掲
『
漁
業
』）、
輸
入
魚
の
増
加
、
食
生
活
の
変

化
に
よ
る
魚
離
れ
な
ど
と
相
ま
っ
て
、
滋
賀
県
の
漁
業
従
事
者
も
こ
こ

五
十
年
ほ
ど
で
四
分
の
一
に
ま
で
減
少
し
た
（
滋
賀
県
『
琵
琶
湖
と
暮
ら

し
二
〇
一
五
』）。
菅
浦
の
漁
師
も
大
幅
に
減
っ
た
と
い
う
。

奥
琵
琶
湖
の
魚

　

琵
琶
湖
北
湖
の
中
で
も
水
が
き
れ
い
で
七
〇
メ
ー
ト
ル
も
の
水
深
の
あ

る
竹
生
島
周
辺
は
好
漁
場
で
あ
る
。

　

昼
前
に
船
溜
ま
り
か
ら
船
が
出
て
い
っ
た
。
沖
合
の
作
業
を
終
え
戻
っ

て
き
た
の
で
何
が
と
れ
た
か
聞
い
て
み
る
と
、「
ア
ミ
エ
ビ
」
と
そ
っ
け

な
い
返
事
で
あ
っ
た
。
小
さ
な
船
倉
に
は
コ
エ
ビ
が
泳
い
で
い
た
。
沖
の

生い
け

簀す

か
ら
持
ち
帰
っ
た
「
ス
ジ
エ
ビ
」
で
あ
る
。
ス
ジ
エ
ビ
を
ア
ミ
エ
ビ

と
呼
ぶ
の
か
。「
エ
ビ
豆
」
や
か
き
揚
げ
の
味
を
思
い
出
し
た
。

　

割
烹
旅
館
佐
吉
で
淡
海
の
宝
石
と
い
わ
れ
る
「
ビ
ワ
マ
ス
」
の
刺
身
、

焼
き
物
、
味
噌
汁
な
ど
い
た
だ
い
た
。
く
せ
が
な
く
脂
の
の
っ
た
甘
み
の

あ
る
味
は
、
絶
品
と
い
え
る
旨
さ
で
あ
っ
た
。
琵
琶
湖
固
有
種
で
体
長
は

東西にあった東の「船溜まり（舟入り）」跡

集落の西側に立つ「ヤンマー家庭工場」。集落内のも
のはもっと小規模である

「菅浦漁港」。新しく作られた船溜まり
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「スジエビ」の漁を終えて戻った漁船

「タツベ」。浅瀬に仕掛けられる竹製の漁具

四
、五
〇
セ
ン
チ
に
な
る
と
い
う
。
湖
西
で
は
「
ア
メ
ノ
イ
オ
」
と
呼
ぶ
が
、

菅
浦
で
は
「
マ
ス
」
と
呼
ん
で
い
る
。
漁
は
六
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
刺

網
か
一
本
釣
り
ト
ロ
ー
ル
で
行
わ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
米
原
市
醒さ

め

井が
い

養

鱒
場
（
米
原
市
上
丹
生
）
で
養
殖
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
ま
だ
流
通

量
は
少
な
い
と
聞
く
。

　

店
の
生
簀
に
十
匹
を
超
す「
イ
ワ
ト
コ
ナ
マ
ズ
」と
在
来
種
の「
コ
イ
」

が
活
け
ら
れ
て
い
た
。
在
来
の
天
然
コ
イ
は
少
な
い
と
の
こ
と
。
イ
ワ
ト

コ
ナ
マ
ズ
は
ナ
マ
ズ
よ
り
ス
リ
ム
で
グ
レ
ー
が
か
っ
た
体
に
ま
だ
ら
模
様

が
あ
る
。
体
長
は
三
、四
十
セ
ン
チ
。
澄
ん
だ
水
の
水
深
の
あ
る
岩
盤
の

場
所
を
好
む
と
い
う
。
漁
法
は
刺
網
や
一
本
釣
り
が
主
で
、
五
、六
月
に

は
産
卵
の
た
め
ア
シ
原
の
浅
瀬
に
あ
が
っ
て
く
る
と
聞
く
。
刺
身
や
か
ば

焼
が
旨
い
ら
し
い
が
食
す
機
会
は
な
か
っ
た
。

　

モ
ン
ド
リ
や
タ
ツ
ベ
な
ど
の
漁
具
を
用
い
て
た
く
さ
ん
と
れ
て
い
た
、

「
ギ
ギ
」
や
「
テ
ナ
ガ
エ
ビ
」
は
取
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
特
に
ギ
ギ

は
こ
こ
十
年
ほ
ど
見
か
け
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ

る
「
ワ
カ
サ
ギ
」
は
琵
琶
湖
の
在
来
種
で
は
な
く
菅
浦
で
は
漁
を
行
っ
て

い
な
い
。

　

今
年
は「
ア
ユ
」が
不
漁
ら
し
い
。
天
候
の
せ
い
で
琵
琶
湖
低
層
部
の
水

の
循
環
が
悪
く
酸
素
不
足
に
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
水
質
改
善
、

ア
シ
原
の
再
生
や
水
産
資
源
回
復
の
放
流
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、

人
の
力
は
小
さ
く
自
然
の
影
響
力
が
一
番
大
き
い
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。

「モンドリ」。浅瀬に仕掛けられる竹製の漁具

割烹旅館佐吉の生簀の魚。「イワトコナマズとコイ」
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琵
琶
湖
と
観
光

　

昭
和
四
六
年
（
一
九
七
一
）
に
菅
浦
の
山
腹
を
横
切
り
月
出
に
至
る
展

望
を
売
り
に
し
た
「
奥
琵
琶
湖
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
」
が
開
通
し
た
。
こ
れ
が

き
っ
か
け
で
観
光
客
が
多
く
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
民
宿
」
が
四
軒
も

開
業
し
た
と
い
う
。
そ
れ
も
次
第
に
観
光
客
は
減
少
し
、
最
後
に
残
っ
た

民
宿
も
宿
泊
を
や
め
て
仕
出
し
の
み
営
業
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

現
在
菅
浦
で
宿
泊
で
き
る
の
は
四
代
続
く
割
烹
旅
館
佐
吉
だ
け
と
な
っ

て
い
る
。
客
層
は
「
集
落
景
観
の
観
光
」
と
「
琵
琶
湖
の
魚
料
理
」
や
「
鴨

料
理
」
を
目
当
て
に
来
て
い
る
と
の
こ
と
。
鴨
は
琵
琶
湖
の
冬
の
特
産
物

で
あ
り
独
特
の
「
モ
チ
網
猟
」
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
昭
和
三
十
九
年

（
一
九
六
四
）
琵
琶
湖
の
鴨
猟
が
全
面
禁
止
に
な
り
、
琵
琶
湖
産
天
然
鴨

は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
昭
和
五
七
年
か
ら
奥
出
浜
で「
マ
ガ
モ
の
養
殖
」

が
行
わ
れ
、
年
間
四
千
羽
ほ
ど
出
荷
さ
れ
て
い
る
。
佐
吉
の
鴨
は
こ
れ
を

使
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
現
在
で
は
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
に
よ
る
観
光

の
に
ぎ
わ
い
は
影
を
潜
め
、
落
ち
着
い
た
琵
琶
湖
畔
の
漁
村
の
た
た
ず
ま

い
の
集
落
を
散
策
し
て
歴
史
文
化
に
思
い
を
巡
ら
せ
、
琵
琶
湖
の
授
か
り

も
の
を
食
す
観
光
地
に
変
貌
し
た
と
思
え
る
。

　

民
宿
に
遅
れ
て
昭
和
五
〇
年
（
一
九
七
五
）「
国
民
宿
舎
つ
づ
ら
お
荘
」

が
開
業
し
た
。
国
民
宿
舎
ブ
ー
ム
に
あ
や
か
っ
て
の
開
業
で
あ
っ
た
が

ブ
ー
ム
も
去
り
十
年
余
り
で
閉
鎖
さ
れ
た
。
そ
の
後
に
地
元
の
要
望
で
有

限
会
社
と
し
て
再
出
発
し
て
「
国
民
宿
舎
つ
づ
ら
お
」
と
し
て
今
に
至
っ

て
い
る
。
菅
浦
は
竹
生
島
へ
の
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
建
設
な
ど
思
い
も
よ
ら
な

い
観
光
開
発
が
考
え
ら
れ
た
が
、
村
民
は
景
観
を
守
っ
て
き
た
。
環
境
問

題
評
論
家
の
富と

み

山や
ま

和か
ず

子こ

氏
は
『
水
の
文
化
史
』
で
「
湖
北
の
菅
浦
は
、
一

度
訪
れ
た
ら
決
し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
み
や
び
や
か
な
漁
村
で
あ
っ

た
。」
と
記
し
て
い
る
。
琵
琶
湖
の
重
要
文
化
的
景
観
に
指
定
さ
れ
新
た

な
観
光
資
源
が
加
わ
っ
た
こ
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に
よ
る
集
落
の

案
内
、
解
説
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
訪
れ
る
人
も
増
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

竹
生
島
と
菅
浦

　

琵
琶
湖
の
孤
島
と
い
っ
た
趣
の
「
竹
生
島
（
長
浜
市
早
崎
町
）」
で
あ

る
が
、
菅
浦
か
ら
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
、
葛
籠
尾
崎
か
ら
は
直
線
で
二

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
し
か
な
い
。
現
在
、
竹
生
島
を
訪
れ
る
に
は
西
側
の
今
津

港
（
高
島
市
今
津
町
今
津
）
ま
た
は
東
側
の
長
浜
港
（
長
浜
市
港
町
）
か

ら
乗
船
す
る
が
、
昭
和
初
期
に
は
琵
琶
湖
汽
船
の
前
身
で
あ
る
太
湖
汽
船

が
大
津
か
ら
湖
西
を
経
て
海
津
、
大
浦
、
菅
浦
、
竹
生
島
、
長
浜
と
い
っ

た
航
路
で
運
航
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
ま
で
菅
浦
は
竹
生
島
の
一
番
最

寄
り
の
港
で
あ
っ

た
（
長
浜
市
教
育

委
員
会
『
菅
浦
の

湖
岸
集
落
景
観
保

存
活
用
計
画
報
告

書
』）。

　

竹
生
島
は
奈
良

時
代
に
行
基
上
人

14～15世紀のものとされる「菅浦絵
図（部分）」。図中の島は「竹生島」
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に
よ
り
開
基
さ
れ
た
と
伝
え
ら

れ
る
信
仰
の
島
で
あ
る
が
、
菅

浦
と
の
つ
な
が
り
は
戦
国
時
代

に
は
す
で
に
み
え
る
。
江
戸
時

代
中
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
近お

う

江み

輿よ

地ち

志し

略り
ゃ
く』

に
は
、
巻
の
八
十�

七
浅
井
郡
第
四
菅
浦
村
で
竹
生

島
が
詳
細
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、

葛
籠
尾
へ
十
八
町
の
距
離
に
あ

る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
菅

浦
に
は
阿
弥
陀
寺
を
含
め
四
ヵ

寺
四
坊
一
庵
の
名
が
記
さ
れ
、

そ
の
う
ち
四
坊
は
竹
生
島
の
寺
院
末
寺
と
な
っ
て
い
る
（
大
正
時
代
に
は

す
で
に
四
坊
は
な
く
な
っ
て
い
る
）。
現
在
の
竹
生
島
は
琵
琶
湖
東
岸
の

奥
琵
琶
湖
ス
ポ
ー
ツ
の
森
と
同
じ
行
政
区
域
に
な
っ
て
い
る
が
、
過
去
に

は
所
領
、廻
船
、宗
教
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
菅
浦
と
強
い
繋
が
り
が
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

石
垣
の
あ
る
景
観

　

菅
浦
の
景
観
と
し
て
石
垣
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
村
を
琵
琶
湖
の
波
か

ら
守
る
「
波な

み

除よ
け

石い
し

垣が
き

」
が
あ
る
。
波
除
と
い
っ
て
も
た
か
が
湖
の
波
と
思

う
が
、
藤
井
氏
に
よ
る
と
台
風
の
時
は
軽
々
と
石
垣
を
超
え
家
の
中
ま
で

水
が
入
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
今
で
は
、
船
溜
ま
り
の
堤
防

が
で
き
た
お
か
げ
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
ら
し
い
。
浜
に
面
し
て
民

家
と
の
間
に
「
物
置
」
と
呼
ぶ
大
石
を
使
っ
た
石
垣
群
が
あ
る
。
現
在
は
、

小
さ
な
畑
地
に
な
っ
て
い
た
り
納
屋
が
建
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
波
除
と

し
て
一
番
重
要
な
石
垣
で
あ
っ
た
。
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
厚
み
が
あ
り
頑

丈
な
作
り
で
あ
る
。
集
落
の
道
に
沿
っ
て
民
家
を
囲
む
よ
う
に
小
さ
め
の

石
を
積
ん
だ
石
垣
が
あ
る
。
高
さ
は
高
い
も
の
で
も
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で

物
置
に
比
べ
て
厚
み
は
な
い
。
物
置
を
越
え
た
波
を
さ
ら
に
防
ぐ
た
め
に

積
み
上
げ
ら
れ
た
も
の
だ
。
一
部
通
路
幅
に
切
り
込
み
が
あ
り
、
非
常
時

の
み
「
波
止
め
板
」
を
差
し
込
ん
で
波
を
防
い
で
い
た
と
い
う
。
他
に
菅

浦
の
石
垣
に
は
、
狭
小
な
土
地
を
利
用
す
る
た
め
「
盛
り
土
の
石
垣
」
が

あ
る
。
阿
弥
陀
寺
の
石
垣
は
特
に
立
派
だ
が
、
高
台
の
社
寺
や
民
家
に
見

菅浦から見える「竹生島」。よくみる竹生島の写真の裏
側（北側）になる

湖に面した強固な石垣。「物置（モノオキ）」と呼ばれている

民家の前に作られた「波除石垣」。垂直に積み重ねられている
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水
の
習
俗

　

現
在
は
、
須
賀
神
社
の
脇
に
上
水
道
の
水
源
が
あ
り
全
戸
に
水
道
が
ひ

か
れ
て
い
る
。
昭
和
の
中
頃
ま
で
は
、
谷
水
や
湧
水
と
琵
琶
湖
の
水
を
飲

用
に
使
っ
て
い
た
。
湧
水
場
所
や
水
路
沿
い
に
設
け
ら
れ
た
「
イ
ド
」
と

呼
ぶ
場
所
で
は
、
仏
事
用
、
飲
用
、
洗
い
物
用
な
ど
「
上
の
水
」、「
下
の

水
」
と
し
て
厳
密
に
区
別
さ
れ
、
琵
琶
湖
の
水
利
用
も
同
様
に
使
用
す
る

浜
の
場
所
が
決
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
秋
山
住
職
に
よ
れ
ば
、
昭
和
の

戦
時
中
に
疎
開
し
て
き
た
人
が
こ
の
よ
う
な
水
の
使
い
分
け
を
知
ら
ず
に

騒
動
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
琵
琶
湖
で
の
水
汲
み
や
洗
い
物

に
は
「
ウ
マ
」
が
利
用
さ
れ
た
。
現
在
も
船
溜
ま
り
西
側
の
浜
に
ウ
マ
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
な
が
ら
く
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
を
近
年

「波除石垣」。出入り口に開口部があり板が差し込まれるようになっている

旧小出川沿いの「越流防止の石垣」「阿弥陀寺」の穴太積みの石垣。特に立派な「盛り土の
石垣」である

湧水を利用するために作られた「イド」

浜に作られた「ウマ」。昭和36年に水道ができるまで日
常的に使用されていた

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
山
か
ら
す
ぐ

湖
に
つ
な
が
る
菅
浦
で

は
、
集
落
の
中
の
山
と

湖
を
結
ぶ
南
北
の
道
は

水
が
出
る
と
川
に
変
わ

る
。
整
備
さ
れ
た
現
在

で
は
見
分
け
に
く
い
が
、

波
除
と
は
別
に
川
の
水

を
防
ぐ
石
垣
も
見
ら
れ

る
。
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復
活
さ
せ
た
と
い
う
。

　

菅
浦
に
お
い
て
の
水
利
用
は
資
源
を
有
効
に
利
用
す
る
生
活
様
式
と
し

て
成
り
立
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
水
道
が
ひ
か
れ
て
生
活
様
式
が
大
き
く

変
わ
っ
た
が
、
著
し
く
水
利
用
が
変
化
し
た
の
は
奥
琵
琶
湖
パ
ー
ク
ウ
ェ

イ
と
砂
防
ダ
ム
な
ど
の
治
水
事
業
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
う
。
こ

れ
ま
で
の
水
の
流
れ
に
人
の
手
が
加
わ
っ
た
た
め
谷
水
、
湧
水
の
枯
渇
や

減
少
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
琵
琶
湖
の
水
も
水
質
が
悪
化
し
て

飲
用
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
佐
吉
の
生
簀
は
井
戸
水
を
汲
み
あ
げ
て
い
る

が
、
雨
の
日
は
濁
る
と
き
く
。

菅
浦
の
祭
事

　

永
く
祭
り
の
伝
統
が
残
っ
て
き
た
菅
浦
で
あ
る
が
、
明
治
時
代
に
三
社

が
須
賀
神
社
と
し
て
合
祀
さ
れ
た
時
は
、
三
社
の
氏
子
や
菅
浦
を
分
け
て

き
た
西
村
、
東
村
の
し
き
た
り
な
ど
様
々
に
難
し
い
課
題
が
あ
っ
た
と
い

う
。
祭
り
な
ど
集
落
の
年
中
行
事
は
、「
氏
子
総
代
」
三
人
と
「
神
主
組
」

と
呼
ぶ
西
、
東
組
の
九
名
が
一
年
交
代
の
当
番
制
で
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
当
年
の
神
主
組
は
、
元
、
中
、
末
に
分
か
れ
四
か
月
ご
と
に
交
代
す

る
。
大
正
時
代
ま
で
は
、
本
役
で
あ
る
神
主
組
は
、
経
済
的
に
余
裕
の
あ

る
金
持
ち
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
そ
う
で
、
こ
の
役
に
な
り
た
い
と
皆

頑
張
っ
た
と
い
う
。

　

例
年
、
四
月
第
一
土
曜
日
、
日
曜
日
に
行
わ
れ
る
「
菅
の
ま
つ
り
」
は
、

五
穀
豊
穣
と
人
々
の
安
全
祈
願
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
独

特
な
慣
わ
し
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
幣
祭
（
ヘ
マ
ツ
リ
）」
と
呼
ば
れ
、

地
を
掃
く
「
幣
回
し
」
や
「
幣
倒
し
（
ヘ
タ
オ
シ
）」
な
ど
の
所
作
が
あ
る
。

神
輿
の
担
ぎ
手
は
、「
ア
シ
ナ
カ
」
と
い
う
草
履
を
は
く
。
担
い
で
走
る

た
め
踵
を
地
に
付
け
な
い
か
ら
草
履
の
後
ろ
は
不
要
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ア
シ
ナ
カ
（
足
半
）
は
、
鎌
倉
時
代
の
絵
巻
な
ど
に
見
え
る
軽
便
な
草
履

と
し
て
下
級
の
者
が
は
い
て
い
た
も
の
と
同
じ
も
の
と
考
え
て
い
い
だ
ろ

う
。

　

八
王
子
（
小
林
神
社
）、
赤
崎
、
明
神
（
保
良
神
社
）
の
三
社
の
神
輿

が
担
が
れ
る
が
、
神
輿
堂
か
ら
最
初
に
取
り
出
し
た
神
輿
の
み
が
、
集
落

の
東
端
と
な
る
東
の
四
足
門
御
旅
所
ま
で
担
が
れ
て
回
る
。
こ
れ
を
ム
ラ

マ
ワ
リ
と
呼
ぶ
。
残
り
の
二
基
の
神
輿
は
集
落
の
中
心
ま
で
担
が
れ
る
。

こ
の
と
き
神
輿
が
通
る
道
筋
に
は
三
、四
〇
セ
ン
チ
間
隔
で
浜
の
砂
利
が

盛
り
塩
の
よ
う
に
積
ま
れ
る
。
清
め
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
。
岩
佐
氏
に

よ
れ
ば
、
浜
の
砂
利

は
琵
琶
湖
の
水
で
洗

わ
れ
清
め
ら
れ
て
い

る
と
い
う
考
え
が
あ

る
の
だ
と
い
う
。

祭りの「ムラマワリ」の神輿。（画像提供・長浜市）



24菅浦 —湖と生きる村を訪ねて—

年
越
祭
と
ト
シ
ノ
ミ

　
「
ト
シ
ノ
ミ
」
と
は
、
オ
タ
メ
、
オ
ウ
ツ
リ
な
ど
と
も
呼
ば
れ
、
多
く

は
贈
答
に
対
し
て
返
礼
の
品
物
を
指
す
。
あ
る
い
は
、
年
の
初
め
に
神
社

か
ら
稲
穂
を
い
た
だ
く
農
耕
儀
礼
と
し
て
の
「
ト
シ
ノ
ミ
」
が
あ
る
。
よ

く
似
た
正
月
の
風
習
に
、
歳
神
様
か
ら
の
配
り
も
の
と
し
て
紙
に
包
ん
だ

米
や
、餅
な
ど
を
い
た
だ
く
ト
シ
ダ
マ
が
あ
る
（
柳
田
國
男
「
ト
ビ
の
餅
・

ト
ビ
の
米
」）。

　

菅
浦
の
「
ト
シ
ノ
ミ
」
も
、
年
を
越
す
た
め
の
重
要
な
神
社
か
ら
の
配

り
物
で
独
特
の
形
で
年
越
し
と
正
月
の
行
事
と
な
っ
て
い
る
。
人
々
は
大

晦
日
の
「
年
越
祭
」
に
須
賀
神
社
に
参
拝
し
「
ト
シ
ノ
ミ
」
を
い
た
だ
く
。

大
晦
日
に
正
月
の
配
り
も
の
を
い
た
だ
く
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
か
ら
す

れ
ば
奇
異
な
感
じ
に
映
る
が
、
古
来
一
日
の
始
ま
り
は
日
没
か
ら
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
日
没
か
ら
元
旦
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
菅
浦
の
古

く
か
ら
続
く
慣
わ
し
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

菅
浦
の
ト
シ
ノ
ミ
は
稲
穂
を
数
本
束
に
し
た
打
ち
綱
に
、
浜
で
拾
っ
た

小
指
の
先
ほ
ど
の
平
た
い
石
を
く
く
り
つ
け
た
も
の
で
、
持
ち
帰
り
神
棚

に
供
え
た
あ
と
、
軒
下
な
ど
に
つ
る
し
て
稲
穂
に
残
し
た
籾
米
を
鳥
に
分

け
与
え
る
と
い
う
。
こ
の
ト
シ
ノ
ミ
は
、
神
主
組
が
一
人
一
五
〇
膳
計

三
〇
〇
本
を
手
作
り
す
る
。
で
き
あ
が
っ
た
ト
シ
ノ
ミ
は
、
神
主
組
が
琵

琶
湖
で
水
垢
離
を
行
っ
た
の
ち
大
晦
日
に
神
社
に
奉
納
し
奉
納
儀
礼
の
後
、

参
拝
の
人
々
に
配
ら
れ
る
。
岩
佐
氏
は
昨
年
こ
の
役
を
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。

　

稲
穂
に
く
る
む
の
は
よ
く
見

受
け
る
「
モ
チ
」
で
な
く
、
小

さ
な
「
平
石
」
で
、
こ
こ
で
も

琵
琶
湖
の
水
で
常
に
洗
わ
れ
浄

化
さ
れ
た
も
の
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
小
石
な

の
か
、
民
俗
学
者
井い

の

上う
え

賴よ
り

壽と
し

氏

は
菅
浦
の
「
ト
シ
ノ
ミ
」
に
つ

い
て
「
ト
シ
ノ
ミ
と
は
、
稲
の

根
元
に
小
石
を
付
け
た
も
の
で
、

石
は
土
の
表
徴
で
あ
る
。
即
稲

草
が
土
に
生
え
て
い
る
形
を
現

「幣倒し（ヘタオシ）」の所作（画像提供・長浜市）

神輿巡行のために盛られた「石積み」。石垣左側の盛
石がそれである（画像提供・長浜市）

「年越祭」で配られる「トシノミ」。手に持っている
のがそれである（画像提供・長浜市）
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し
た
も
の
で
あ
る
。」（『
続
近
江
祭
礼
風
土
記〈
農
耕
儀
礼「
ト
シ
ノ
ミ
」〉』）

と
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。「
土
の
表
徴
」
と
は
農
地
の
少
な
い
菅
浦

で
あ
れ
ば
こ
そ
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
し
は
琵
琶
湖
と
結
び
付
け
て
み
た

い
。
古
来
、
菅
浦
の
人
々
は
漁
師
と
し
て
船
を
操
り
船
と
と
も
に
生
き
て

き
た
。
琵
琶
湖
の
漁
師
は
小
石
を
舟
霊
の
依よ

り

代し
ろ

と
み
て
大
切
に
扱
っ
て
き

た
と
い
う
。
そ
の
舟
霊
信
仰
と
の
関
わ
り
が
小
石
を
包
み
奉
納
す
る
形
と

な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
琵
琶
湖
を
中
心
に
水
、

土
、
稲
、
鳥
な
ど
人
々
を
包
む
自
然
と
の
関
わ
り
が
、
年
中
行
事
の
形
と

し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

家
が
え
（
家
移
り
）

　

住
ま
い
に
つ
い
て
、
下
世
話
で

は
あ
る
が
山
の
手
と
い
う
ほ
う
が

高
級
感
が
あ
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。

菅
浦
で
は
逆
に
、
地
価
は
琵
琶
湖

に
面
し
た
「
浜
出
」
の
ほ
う
が
高

く
、
山
側
の
「
北
出
」
が
低
い
と

さ
れ
て
き
た
。
琵
琶
湖
の
影
響
を

ま
と
も
に
受
け
る
浜
出
は
、
財
力

が
な
い
と
石
垣
な
ど
の
整
備
が
で

き
な
い
。
ま
た
船
着
き
場
、
飲
み

水
を
は
じ
め
と
す
る
水
利
用
な
ど

か
ら
浜
出
の
ほ
う
が
上
位
に
な
っ

て
い
た
。
そ
の
た
め
浜
出
の
家
で
生
活
が
難
し
い
家
が
で
る
と
、
財
力
を

蓄
え
た
北
出
の
家
と
「
家
が
え
（
家
移
り
）」
を
行
っ
て
い
た
。
石
垣
を

は
じ
め
と
す
る
水
と
の
関
係
、
浜
の
重
要
性
は
家
を
越
え
て
共
同
体
と
し

て
最
優
先
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
家
が
え
制
度
に
発
展
さ
せ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
阿
弥
陀
寺
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
集
落
の
地
図
を
見
る
と
、
同

じ
家
屋
に
幾
度
も
名
が
書
き
加
え
ら
れ
て
家
が
え
の
頻
度
が
よ
く
わ
か
る
。

村
の
要
、
惣
寺
と
し
て
の
阿
弥
陀
寺

　

菅
浦
の
祭
・
宗
教
行
事
を
語
る
の
に
須
賀
神
社
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
寺

と
し
て
は
阿
弥
陀
寺
を
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
つ
の
村
と
し
て
の
菅

浦
だ
が
、「
西
村
」・「
東
村
」
の
二
つ
の
「
惣
庄
」
と
し
て
菅
浦
を
形
成

し
て
き
た
。
現
在
は
真
蔵
院
、
安

相
寺
、
祇
樹
院
を
合
わ
せ
て
四
寺

し
か
残
っ
て
い
な
い
が
、
か
つ
て

は
土
地
柄
広
い
堂
を
持
て
な
い
こ

と
か
ら
、
村
内
に
は
支し

度ど

僧そ
う

に
よ

る
氏
寺
を
含
め
十
二
ヵ
寺
も
の
小

さ
な
寺
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の

十
二
ヵ
寺
の
中
で
、「
惣
寺
」の「
浄

光
山
等
覚
院
阿
弥
陀
寺
（
一
三�

五
三
年
託た

く

何が

上し
ょ
う

人に
ん

に
よ
り
開

基
）」
は
「
道
場
」
と
し
て
村
の

か
な
め
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
。

「家がえ」を記録した図面。1軒で4～5人の入れ替わりがある（阿
弥陀寺所蔵）

「惣寺の阿弥陀寺」。時宗。ながらく村の寄合の場所で
もあった
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明
治
の
学
制
ま
で
は
寺
子
屋
の
役
割
を
果
た
し
、「
惣
の
寄
り
合
い
場
」

と
し
て
は
昭
和
五
十
二
年
（
一
九
七
七
）
に
建
設
さ
れ
た
菅
浦
公
民
館
に

そ
の
役
割
を
移
す
ま
で
続
い
て
き
た
。
阿
弥
陀
寺
に
は
惣
の
記
録
「
阿
弥

陀
寺
古
文
書
」
が
永
ら
く
保
管
さ
れ
て
き
た
。「
開
け
ず
の
箱
」
に
保
存

さ
れ
て
い
た
古
文
書
五
八
冊
と
古
絵
図
一
幅
で
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
。
秋
山
住
職
に
よ
る
と
、
明
治
時
代
に
合
祀
さ
れ
た
須
賀

神
社
の
格
上
げ
嘆
願
に
関
わ
り
淳
仁
天
皇
関
係
文
書
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
、

昭
和
二
六
年
こ
ろ
菅
浦
に
戻
さ
れ
た
と
い
う
。
現
在
は
滋
賀
大
学
に
寄
託

さ
れ
て
い
る
。

あ
と
が
き� �

　

成
安
造
形
大
学
附
属
近
江
学
研
究
所
発
行
『
文
化
誌
近
江
学
』
第
一
〇

号
に
「
菅
浦　

湖
と
生
き
る
村
を
訪
ね
て
」
と
題
し
て
書
い
た
の
だ
が
、

紙
面
の
都
合
か
ら
一
部
項
目
や
文
章
の
割
愛
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

聞
き
取
り
調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
方
々
の
話
は
多
岐
に
わ
た
り
、
村

に
生
き
る
誇
り
と
多
く
の
方
に
村
の
歴
史
や
生
活
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
い
う
思
い
が
強
く
感
じ
ら
れ
た
。
筆
者
と
し
て
も
少
し
で
も
省
い
た

内
容
が
追
加
で
き
な
い
か
と
の
思
い
か
ら
、
こ
こ
に
改
め
て
推
敲
し
構
成

や
言
葉
足
ら
ず
に
な
っ
て
い
る
個
所
を
補
足
し
書
き
直
し
て
み
た
。

　

本
文
中
に
は
載
せ
な
か
っ
た
が
、
船
で
し
か
行
け
な
か
っ
た
陸
の
孤
島

と
と
ら
え
て
い
た
菅
浦
で
あ
る
が
、
聞
き
取
り
を
行
っ
て
い
る
な
か
で
、

昔
か
ら
山
の
道
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
っ
た
。
集
落
の
北
の
尾
根
を
越
え
て

大
浦
ま
で
の
道
が
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
年
配
の
藤
井
氏
は
山
の
道
を
通

り
小
学
校
に
通
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
調
査
が
十
分
で
な

か
っ
た
船
路
、
陸
路
と
い
っ
た
「
ミ
チ
（
路
）」
を
と
ら
え
て
あ
ら
た
め

て
菅
浦
を
探
っ
て
み
た
く
な
っ
た
。

　

最
後
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
菅
浦
郷
土
史
料
館
の
藤
井
泉
三
氏
、
阿
弥

陀
寺
住
職
秋
山
富
男
氏
、
割
烹
旅
館
佐
吉
の
岩
佐
達
己
氏
に
紙
面
を
借
り

て
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

�

参
考

　

菅
浦
：
滋
賀
県
長
浜
市
西
浅
井
町
菅
浦　

交
通
手
段　
Ｊ
Ｒ
湖
西
線
永
原
駅
よ
り
近

江
鉄
道
バ
ス

　

淳
仁
天
皇
：
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
で
廃
帝
と
な
り
、
淡
路

に
流
さ
れ
翌
年
の
天
平
神
護
元
年
（
七
六
五
）
に
そ
の
地
で
亡
く
な
っ
た
と
「
続

日
本
紀
」
に
記
す
。
菅
浦
で
は
、
淡
路
は
淡
海
の
間
違
い
で
、
須
賀
神
社
の
船
形

古
墳
が
淳
仁
天
皇
の
御
陵
と
伝
わ
る
。

　

阿
弥
陀
寺
：
木
造
本
尊
阿
弥
陀
如
来
立
像
は
鎌
倉
時
代
文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）
の
作
、

快
慶
の
弟
子
行
快
の
銘
が
あ
る
。
秘
仏
。
重
要
文
化
財
。
聖
観
音
坐
像
、
阿
弥
陀

如
来
坐
像
い
ず
れ
も
平
安
時
代
後
期
の
作
、
長
浜
市
指
定
文
化
財
。

　

ヤ
ン
マ
ー
家
庭
工
場
：
創
業
者
山
岡
孫
吉
氏
に
よ
り
、
滋
賀
県
北
部
に
数
多
く
の
農

村
工
場
が
設
置
さ
れ
た
。
作
業
所
は
個
人
の
敷
地
に
建
て
ら
れ
、
主
婦
層
を
中
心

に
部
品
粗
加
工
を
行
い
副
収
入
と
生
活
改
善
に
影
響
を
与
え
た
。
昭
和
時
代
の
菅

浦
を
支
え
現
在
も
十
戸
ほ
ど
稼
働
し
て
い
る
。（
岩
佐
氏
談
）

　

近
江
輿
地
志
略
：
享
保
十
九
（
一
七
三
四
）
膳
所
藩
士
寒
川
辰
清
に
よ
る
近
江
の
地

誌
を
ま
と
め
た
書
籍
、
全
一
〇
一
巻
一
〇
〇
冊
、
近
江
学
の
出
発
点
と
な
る
地
誌
。
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文
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・
滋
賀
県
長
浜
市
教
育
委
員
会　
『
菅
浦
の
湖
岸
集
落
景
観
保
存
活
用
報
告
書
』　

二
〇
一
四
年

　

・
滋
賀
県
琵
琶
湖
環
境
部
『
琵
琶
湖
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
改
訂
版
』　

二
〇
一
二
年

　

・
滋
賀
県
『
琵
琶
湖
と
暮
ら
し
二
〇
一
五
指
標
で
み
る
過
去
と
現
在
』　

二
〇
一
五
年

　

・
柳
田
國
男
『
食
物
と
心
臓
』　

講
談
社　

一
九
七
七
年

　

・
富
山
和
子
『
水
の
文
化
史
』　

文
芸
春
秋　

一
九
九
〇
年

　

・
寒
川
辰
清
編　

小
島
捨
市
校
注
『
近
江
輿
地
志
略
』　

歴
史
図
書　

一
九
六
八
年

　

・
橋
本
鉄
男
『
日
本
の
民
俗　

滋
賀
』　

第
一
法
規
出
版　

一
九
七
二
年

　

・
井
上
賴
壽
『
続　

近
江
祭
礼
風
土
記〈
農
耕
儀
礼
〉』　

滋
賀
県
神
社
庁　

一
九
七
三

年

　

・
畑
中
誠
治
他
『
滋
賀
県
の
歴
史
』　

山
川
出
版　

一
九
九
七
年
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