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「
近
江
の
懐
」
と
は
、
近
江
（
滋
賀
県
）
の
風
土
に
根
ざ
し
、

未
来
社
会
へ
向
け
て
も
の
づ
く
り
、
新
た
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
、
伝
統
の
継
承
な
ど
を
実
践
し
発
信
し
て
い
る
人
々
と
、

そ
れ
を
支
え
る
近
江
な
ら
で
は
の
風
土
や
地
域
社
会
の
つ
な

が
り
の
場
で
あ
る
。「
命
の
水
の
周
辺
に
あ
る
暮
ら
し
の
中

に
い
き
づ
く
生
業
」
そ
し
て
そ
の
「
ク
オ
リ
テ
ィ
の
高
い
手

技
や
精
神
」
に
焦
点
を
当
て
、
主
に
近
江
の
主
要
な
街
道
沿

い
に
あ
る
宿
場
町
や
門
前
町
な
ど
を
訪
れ
、
そ
の
場
で
起
こ

る
独
特
の
魅
力
を
見
つ
け
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

二
〇
一
六
年
十
二
月
よ
り
滋
賀
県
文
化
振
興
事
業
団
（
二

〇
一
七
年
四
月
よ
り
び
わ
湖
芸
術
文
化
財
団
）
が
発
行
す
る

『
湖
国
と
文
化
』
に
“
近
江
の
懐
”
と
題
し
て
近
江
の
宿
場

町
に
お
け
る
も
の
づ
く
り
や
そ
こ
で
育
ま
れ
た
精
神
性
、
次

世
代
に
つ
な
げ
る
新
た
な
る
価
値
を
写
真
と
文
で
紹
介
す
る

機
会
を
得
た
。
二
〇
二
四
年
一
月
時
点
で
二
十
七
回
の
連
載

に
達
し
て
い
る
。
二
〇
二
三
年
一
月
よ
り
同
年
十
月
に
か
け

て
掲
載
さ
れ
た
第
二
十
四
回
か
ら
第
二
十
七
回
ま
で
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
文
を
可
能
な
限
り
残
し
、
近
江
学
研
究
所
紀
要
と
し

て
再
編
集
し
た
。

は
じ
め
に

八
回
目
と
な
る
「
近
江
の
懐
を
め
ぐ
る
」
研
究
に
取
り
組

ん
だ
二
〇
二
四
年
度
は
、
一
年
を
通
し
て
振
り
返
っ
て
み
る

と
自
然
災
害
を
目
の
当
た
り
に
し
た
年
と
言
え
る
。
年
始
か

ら
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
が
起
こ
り
、
甚
大
な
被
害
が
起

き
た
。
八
月
は
日
向
灘
で
発
生
し
た
地
震
が
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー

ド
七
．
一
を
記
録
し
、
震
源
地
が
南
海
ト
ラ
フ
地
震
域
内
に

あ
っ
た
こ
と
か
ら
南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
（
巨
大
地
震

注
意
）
が
は
じ
め
て
発
表
さ
れ
た
。
九
月
に
は
能
登
半
島
豪

雨
災
害
が
起
こ
り
、
再
び
自
然
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
た
。
さ

ら
に
は
二
〇
二
四
年
末
か
ら
二
〇
二
五
年
始
に
か
け
て
、
青

森
市
で
は
歴
代
最
多
の
積
雪
を
記
録
し
た
。
ま
た
最
高
気
温

三
十
五
度
を
超
え
る
猛
暑
日
が
六
十
二
日
と
歴
代
最
高
を
更

新
し
、
全
国
の
ア
メ
ダ
ス
で
観
測
さ
れ
た
猛
暑
日
の
延
べ
地

点
数
に
お
い
て
も
一
万
を
超
え
、
過
去
最
多
を
記
録
す
る
な

ど
、
自
然
災
害
の
脅
威
と
気
候
変
動
に
よ
る
温
暖
化
の
影
響

が
顕
著
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

二
〇
二
四
年
も
ロ
ー
ド
バ
イ
ク
を
用
い
た
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
は
継
続
さ
れ
た
が
、
猛
暑
か
極
寒
の
ど
ち
ら
か
を
疾

走
し
た
印
象
が
残
っ
て
い
る
。
滋
賀
県
は
観
光
振
興
の
一
環

と
し
て
、
ビ
ワ
イ
チ
（
琵
琶
湖
の
周
囲
約
二
〇
〇
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
を
自
転
車
で
一
周
す
る
）を
推
進
し
て
い
る
た
め
、日
々

琵
琶
湖
周
辺
の
湖
岸
沿
い
の
道
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
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る
。
道
路
の
左
側
を
自
転
車
専
用
の
青
い
ラ
イ
ン
で
表
し
、

路
側
の
傾
斜
を
フ
ラ
ッ
ト
に
す
る
な
ど
自
動
車
と
自
転
車
の

双
方
が
注
意
し
な
が
ら
走
れ
る
よ
う
に
整
備
が
進
ん
で
い

る
。
そ
れ
は
琵
琶
湖
岸
に
留
ま
ら
ず
湖
岸
か
ら
各
地
域
の
魅

力
あ
る
場
所
へ
と
導
く
コ
ー
ス
、ビ
ワ
イ
チ
プ
ラ
ス
の
整
備
、

展
開
も
進
ん
で
い
る
。
二
〇
一
九
年
、
ビ
ワ
イ
チ
が
国
土
交

通
省
の
設
定
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
イ
ク
ル
ル
ー
ト
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
以
来
、
観
光
振
興
か
ら
健
康
維
持
、
環
境
意
識
向

上
な
ど
近
江
（
滋
賀
県
）
に
住
む
人
、
訪
れ
る
人
双
方
に
対

し
、
よ
り
良
い
暮
ら
し
（
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
）
と
は
何
か

を
問
う
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に

自
転
車
走
行
環
境
の
整
備
が
進
み
、
自
転
車
で
琵
琶
湖
の
周

囲
を
走
れ
る
条
件
は
整
っ
て
き
て
い
る
一
方
で
、
健
康
を
害

す
る
ほ
ど
の
自
然
環
境
の
変
化
を
身
近
に
感
じ
る
の
も
事
実

で
あ
る
。

は
じ
め
は
湖
北
、
草
野
川
上
流
部
に
位
置
す
る
山
間
部
・

郷
野
地
区
と
、
西
へ
峠
を
隔
て
た
平
野
部
・
小
室
地
区
を
結

ぶ
谷
坂
隧
道
を
紹
介
す
る
。
こ
の
隧
道
は
、
車
一
台
が
よ
う

や
く
通
行
で
き
る
幅
員
で
あ
り
、
昭
和
初
期
に
開
通
し
、
地

域
間
を
結
ぶ
生
活
道
路
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き

た
。
近
江
を
代
表
す
る
近
代
の
遺
構
の
一
つ
に
位
置
付
け
ら

れ
る
。
二
つ
目
は
自
然
の
川
の
流
れ
を
活
用
し
た
日
本
最
古

の
養
鱒
場
を
紹
介
す
る
。
霊
仙
山
の
麓
、
そ
の
自
然
を
暮
ら

し
、
産
業
に
取
り
込
み
一
体
化
さ
せ
た
施
設
と
言
え
る
。
そ

の
歴
史
と
運
営
の
変
遷
を
読
み
返
し
な
が
ら
今
日
も
持
続
す

る
姿
を
考
察
し
た
。
そ
し
て
古
都
大
津
の
古
民
家
再
生
の
例

を
二
回
に
分
け
、
四
件
の
店
舗
実
例
を
取
り
上
げ
た
。
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
古
民
家
の
原
形
を
留
め
て
い
る
こ
と
、
古
民

家
活
用
に
至
る
ま
で
に
関
わ
る
様
々
な
人
々
の
つ
な
が
り
や

目
的
意
識
の
共
有
な
ど
、
大
津
市
中
心
市
街
地
に
お
け
る
独

自
の
古
民
家
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
着
目
し
た
。こ
れ
ま
で「
近

江
の
懐
」
研
究
の
一
つ
ひ
と
つ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
地
域
名
と

そ
こ
に
あ
る
事
象
を
組
み
合
わ
せ
て
き
た
。
二
〇
二
四
年
は

地
域
名
を
省
き
、
事
象
や
事
実
に
着
目
す
る
タ
イ
ト
ル
と
し

た
。
そ
の
土
地
（
場
所
）
の
特
性
、
条
件
に
よ
っ
て
臨
機
応

変
に
対
応
す
る
人
々
の
気
質
そ
の
も
の
に
焦
点
を
当
て
る
こ

と
が
「
近
江
の
懐
」
研
究
の
探
求
拡
大
を
意
味
す
る
と
考
え

て
い
る
。

一
、
現
役
の
隧
道

こ
の
「
近
江
の
懐
」
で
、
私
は
「
命
の
水
の
周
辺
に
あ
る

暮
ら
し
の
中
か
ら
活
き
づ
く
生な

り

業わ
い

」
そ
し
て
そ
の
「
ク
オ
リ

テ
ィ
の
高
い
手
技
や
精
神
」
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
主
に

近
江
の
主
要
な
街
道
沿
い
に
あ
る
宿
場
町
や
門
前
町
な
ど
を

訪
れ
、
そ
の
場
で
起
こ
る
独
特
の
魅
力
を
見
つ
け
出
す
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
原
点
は
以
前
「
近
江
の
水
を
め

ぐ
る
」
研
究
で
紹
介
し
た
「
湧
水
探
し
」
に
あ
る
。

今
回
は
か
つ
て
、
そ
の
湧
水
に
行
く
途
中
に
見
た
「
現
役

の
隧
道
」
に
迫
り
た
い
。
そ
の
湧
水
と
は
湖
北
、
草
野
川
上

流
の
高
山
集
落
に
位
置
す
る
「
堂ど

う

来ら
い

生し
ょ
う

水ず

」
で
あ
る
。
こ

こ
へ
辿
り
着
く
に
は
本
来
、
姉
川
か
ら
支
流
の
草
野
川
に

沿
っ
て
北
上
す
る
新
道
を
使
う
か
、
県
道
二
六
四
号
（
旧
道
）

よ
り
上
草
野
地
区
を
抜
け
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
が
通
例

だ
。
し
か
し
、
私
の
記
憶
で
は
木
之
本
よ
り
南
下
し
高
月
町

馬ま

上け

で
「
テ
ン
オ
ー
の
水
」
を
汲
ん
だ
後
、
さ
ら
に
少
し
南

下
し
小
谷
城
址
あ
た
り
か
ら
山
側
に
入
り
、
目
前
の
峠
を
越

え
て
草
野
川
側
道
（
新
道
）
に
入
っ
た
。
今
回
、
自
転
車
で

こ
の
地
を
再
訪
、
上
草
野
・
野
瀬
在
住
の
古
地
図
蒐
集
家
で

元
高
校
美
術
教
員
の
松ま

つ

井い

善よ
し

和か
ず

さ
ん
に
案
内
し
て
い
た
だ
く

機
会
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、
再
確
認
し
た
「
現
役
の
隧
道
・

谷
坂
隧
道
」
を
紹
介
し
た
い
。

二
〇
二
三
年
の
暮
れ
、
堂
来
生
水
へ
の
道
を
再
確
認
す
べ

く
、
松
井
氏
の
案
内
で
北
国
脇
往
還
小
谷
宿
（
伊
部
）
か
ら

東
へ
田
川
と
並
行
し
て
進
む
。
途
中
ク
ラ
ン
ク
を
数
回
曲
が

り
田
川
、
瓜
生
、
野
田
の
集
落
（
旧
田
根
村
）
を
過
ぎ
る
と
、

目
前
に
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
低
山
が
南
北
に
現
れ

る
。
そ
の
麓
の
集
落
小
室
は
、
小
堀
遠
州
の
名
で
知
ら
れ
る

小こ

堀ぼ
り

政ま
さ

一か
ず

が
一
六
一
九
年
よ
り
「
近
江
小
室
藩
」
と
し
て
立

藩
、
そ
の
後
、
六
代
政ま

さ

方み
ち

が
改
易
さ
れ
る
一
七
八
八
年
ま
で

続
い
た
。

山
麓
ま
で
来
る
と
最
後
の
ク
ラ
ン
ク
付
近
に
小
室
城
（
陣

屋
）
図
を
案
内
す
る
看
板
が
あ
る
。
北
国
脇
往
還
の
宿
場
町

の
共
通
点
は
山
裾
に
位
置
し
ク
ラ
ン
ク
に
な
っ
て
い
る
。
ま

た
こ
の
地
は
ク
ラ
ン
ク
に
沿
う
よ
う
に
水
路
が
走
っ
て
お

り
、
松
井
さ
ん
が
仰
る
に
は
「
周
囲
の
山
裾
か
ら
染
み
出
す

よ
う
に
水
が
流
路
を
形
成
し
て
い
る
」
の
が
特
徴
だ
。
さ
ら

に
間
口
を
狭
く
し
て
防
御
態
勢
が
整
え
ら
れ
て
い
る
。
小
室

も
そ
れ
ら
の
様
相
が
感
じ
ら
れ
る
。
若
狭
、
越
前
か
ら
江
戸

へ
向
け
長
浜
、
米
原
を
経
由
せ
ず
し
て
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
で

き
る
交
通
の
要
衝
だ
っ
た
こ
と
は
一
目
瞭
然
と
言
え
る
。

さ
て
小
室
か
ら
山
道
へ
入
っ
て
数
分
、
い
よ
い
よ
峠
越
え

か
と
振
り
返
り
、
辺
り
を
眺
め
る
と
木
々
の
隙
間
か
ら
田
園

風
景
が
垣
間
見
え
、
標
高
が
上
が
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
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き
る
。
そ
し
て
前
へ
向
き
直
す
と
、
突
如
と
し
て
真
っ
す
ぐ

の
貫
通
孔
が
現
れ
た
。
隧ト

ン

道ネ
ル

だ
。
穴
の
向
こ
う
側
の
風
景
が

小
さ
く
見
え
、
何
と
も
不
思
議
な
光
景
で
あ
る
。
そ
の
見
事

な
貫
通
孔
を
ま
っ
す
ぐ
突
き
進
み
、
向
こ
う
側
に
出
る
と
辺

り
は
田
園
風
景
と
化
し
た
。
さ
ら
に
進
む
と
左
（
北
側
）
か

ら
右
（
南
側
）
へ
草
野
川
が
勢
い
よ
く
流
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
草
野
川
の
流
れ
が
運
ん
で
堆
積
し
た
地
形
で
あ
る
こ
と
が

想
像
で
き
た
。
松
井
氏
は
「
山
上
（
小
室
・
田
根
側
）
の
ト

ン
ネ
ル
を
潜
り
抜
け
る
と
そ
こ
は
山
麓
（
郷
野
・
上
草
野
側
）

に
な
っ
て
い
る
。
谷
を
一
つ
隔
て
て
見
え
る
地
形
の
成
り
立

ち
、
そ
の
違
い
が
こ
の
谷
坂
隧
道
を
通
じ
て
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
話
さ
れ
た
。
そ
の
間
、
双
方
向
か
ら
自
動
車

が
行
き
来
し
て
い
る
。
隧
道
が
真
っ
す
ぐ
で
あ
る
た
め
、
双

方
が
譲
り
合
い
片
側
通
行
の
ル
ー
ル
が
自
然
に
で
き
て
い

る
。「
ま
さ
に
現
役
の
ト
ン
ネ
ル
で
す
」
と
松
井
氏
。
出
口

の
郷
野
か
ら
川
上
へ
少
し
の
と
こ
ろ
に
野
瀬
集
落
が
あ
る
。

背
景
の
山
の
中
腹
に
天
台
宗
の
古
刹
・
大
吉
寺
が
あ
り
、
野

瀬
は
旧
上
草
野
村
の
中
心
集
落
と
言
え
る
。
ま
た
、
隧
道
坑

口
（
ト
ン
ネ
ル
の
入
り
口
）
へ
と
戻
り
上
部
の
扁
額
を
確
認

し
た
。「
谷
坂
隧
道 

昭
和
拾
年
拾
二
月
竣
工 

村
地
書
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
谷
坂
隧
道
は
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
着
工
。
二
年

後
に
完
成
し
た
。延
長
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、内
幅
四
・
八
メ
ー

ト
ル
、
高
さ
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ト
ン
ネ
ル

で
あ
り
、
近
代
土
木
遺
産
の
Ａ
ラ
ン
ク
に
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
設
計
者
・
村む

ら

田た

鶴か
く

は
、「
滋
賀
の
近
代
の
ト
ン

ネ
ル
の
歴
史
と
村
田
鶴
が
残
し
た
隧
道
群
」（
田
中
雅
彦
・

上
野
邦
雄
著
）
に
よ
る
と
、
一
八
八
六
（
明
治
十
七
）
年
七

月
一
日
茨
城
県
に
生
ま
れ
、
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
十
月

よ
り
滋
賀
県
の
隧
道
工
営
所
主
任
と
な
り
、
昭
和
十
一
年
の

退
職
ま
で
の
間
に
優
れ
た
意
匠
の
ト
ン
ネ
ル
を
設
計
し
た
。

土
木
百
年
表
で
村
田
鶴
が
設
計
者
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る

隧
道
は
、
佐
和
山
隧
道
、
横
山
隧
道
、
観
音
坂
隧
道
、
谷
坂

隧
道
の
四
つ
で
あ
る
。
工
費
は
十
五
万
六
千
円
の
う
ち
二
万

三
千
円
は
田
根
、
上
草
野
が
拠
出
し
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

煉
瓦
か
ら
コ
ン
ク
リ
ー
ト
へ
と
建
設
材
料
が
変
化
す
る
の
に

合
わ
せ
、
設
計
を
洗
練
さ
せ
て
き
た
村
田
の
意
匠
に
つ
い
て

も
評
価
が
高
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

年
明
け
、
改
め
て
小
谷
宿
か
ら
田
根
集
落
を
経
て
谷
坂
隧

道
を
体
感
す
る
自
転
車
走
行
を
試
み
た
。
小
室
か
ら
ゆ
っ
く

り
上
が
り
十
分
程
度
で
西
側
坑
口
に
辿
り
着
い
た
。
獲
得
標

高
は
六
十
六
メ
ー
ト
ル
、
隧
道
の
中
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
に

苔
む
し
た
緑
や
水
が
滴
り
落
ち
る
あ
り
さ
ま
が
美
し
い
。
東

側
坑
口
先
の
景
色
が
見
え
る
の
も
不
思
議
な
感
覚
で
あ
る
。

今
は
電
灯
が
等
間
隔
に
配
置
さ
れ
安
全
が
保
た
れ
て
い
る
。

「
昔
は
入
口
近
く
と
真
ん
中
の
三
灯
の
み
、
暗
く
て
怖
か
っ

た
ん
や
！
」
と
の
松
井
氏
の
声
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
今
日

に
続
く
「
現
役
の
隧
道
」
を
く
ぐ
り
抜
け
た
。

写真 8 国土地理院地図（田根−上草野：広域図）

写真 7 草野川側道より谷坂隧道東側坑口を望む

写真 6 小室側坂道より谷坂隧道西側坑口を望む

写真 5 隧道内

写真 4 扁額「谷坂隧道 昭和拾年拾二月竣工 村地書」

写真 3 谷坂隧道東側坑口（郷野・上草野側）

写真 2 谷坂隧道西側坑口（小室・田根側）

写真 1 北国脇往還の宿場町の特徴を話す松井善和氏
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二
、
養
鱒
の
川

「
醒
井
」
は
、
狭
い
谷
間
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
。
目
が

醒
め
る
様
な
冷
た
い
水
が
湧
き
出
る
場
所
。
い
ず
れ
も
地
名

が
環
境
や
伝
承
を
表
し
て
い
る
と
推
察
で
き
る
。
醒
ヶ
井
駅

か
ら
中
山
道
を
西
へ
県
道
十
七
号
と
の
交
差
点
を
南
へ
、
枝し

折お
り

集
落
を
過
ぎ
た
あ
た
り
で
丹に

生う

川が
わ

と
合
流
す
る
。
川
沿
い

を
上
流
へ
少
し
走
る
と
醒
井
峡
谷
に
入
る
。
そ
の
最
終
地
点

が
醒
井
養
鱒
場
で
あ
る
。
以
前
は
こ
の
川
沿
い
を
辿
っ
て
湧

水
汲
み
に
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
丹
生
集
落
の
「
い
ぼ
と
り

水
」
渓
谷
の
岩
肌
か
ら
流
れ
出
る
「
岩
清
水
」、
養
鱒
場
内

に
設
置
さ
れ
る
「
鍾
乳
水
」
と
名
称
の
あ
る
湧
水
を
一
回
の

湧
水
汲
み
調
査
で
汲
み
廻
る
こ
と
が
で
き
た
。
カ
ル
ス
ト
地

形
で
知
ら
れ
る
霊
仙
山
を
背
景
に
そ
の
麓
に
位
置
す
る
こ
と

か
ら
豊
富
な
水
が
絶
え
ず
湧
き
出
て
い
る
。
こ
の
環
境
を
活

か
し
て
今
日
も
養
鱒
を
持
続
す
る
醒
井
養
鱒
場
に
焦
点
を
当

て
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
自
然
の
川
（
総
谷
川
）
に
鱒
が

群
を
成
し
て
泳
い
で
い
る
光
景
が
あ
る
の
だ
が
、
幼
少
期
釣

り
好
き
で
あ
っ
た
自
身
の
経
験
か
ら
、
今
日
で
は
考
え
ら
れ

な
い
風
景
だ
。
そ
の
不
思
議
さ
か
ら
醒
井
養
鱒
場
を
紐
解
き

た
い
と
考
え
、滋
賀
県
水
産
課
の
三さ

え

枝ぐ
さ

仁じ
ん

氏
に
連
絡
を
取
り
、

醒
井
養
鱒
場
長
の
桑く

わ

村む
ら

邦く
に

彦ひ
こ

氏
と
お
話
し
す
る
こ
と
が
で
き

た
。二

〇
二
四
年
三
月
寒
さ
が
続
き
春
の
訪
れ
が
遅
い
。
正
面

入
口
で
三
枝
氏
と
待
合
せ
、本
館
の
事
務
室
に
向
か
う
途
中
、

場
内
の
河
川
（
総
谷
川
）
を
覗
く
と
ウ
ヨ
ウ
ヨ
泳
い
で
い
る

様
子
が
見
え
る
。
三
枝
氏
に
聞
く
と
「
誰
も
が
知
る
ニ
ジ
マ

ス
で
す
」
と
、
こ
こ
で
育
っ
た
魚
が
放
養
さ
れ
て
い
る
。
自

然
の
川
が
養
鱒
の
場
で
あ
る
こ
と
が
現
代
社
会
で
は
不
思
議

に
感
じ
る
。
本
館
に
て
桑
村
氏
に
出
迎
え
て
い
た
だ
く
と
応

接
室
に
招
か
れ
た
。
そ
こ
で
養
鱒
場
の
詳
細
を
丁
寧
に
描
い

た
二
メ
ー
ト
ル
角
程
の
絵
図
を
目
に
し
た
。
軸
装
さ
れ
た
絵

は
丹
生
川
の
上
流
、
総
谷
川
に
沿
う
よ
う
に
飼
育
池
が
描
か

れ
、
入
口
に
は
人
力
車
が
止
ま
っ
て
い
る
な
ど
開
業
当
時
を

思
わ
せ
る
。
木
造
家
屋
が
立
ち
並
ぶ
な
ど
建
物
の
様
相
は
現

在
と
違
う
が
、
場
内
配
置
は
現
在
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
。

し
ば
ら
く
し
て
桑
村
氏
よ
り
沿
革
資
料
が
手
渡
さ
れ
た
。

「
古
い
歴
史
な
の
で
、
自
分
で
は
検
証
で
き
て
い
な
い
の
で

す
が
…
！
」
と
お
話
が
始
ま
っ
た
。『
近
江
国
坂
田
郡
志
』

な
ど
の
資
料
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
で
「
明
治
十
一
（
一
八
七

八
）
年
九
月
五
日
琵
琶
湖
の
固
有
種
ビ
ワ
マ
ス
の
増
殖
を
図

る
た
め
設
立
」
か
ら
始
ま
る
。
最
初
の
一
年
は
こ
こ
よ
り
下

流
域
の
枝
折
で
、二
年
目
か
ら
現
在
の
上
丹
生
に
位
置
す
る
。

「
明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
近
江
八
幡
の
豪
商
、
西
川
貞

治
郎
氏
へ
払
下
げ
」
と
あ
り
、
民
間
の
手
に
移
る
歴
史
も
あ

る
。「
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
に
水
産
試
験
場
附
属
醒
井

養
鱒
場
と
し
て
県
営
に
復
帰
」「
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年

ニ
ジ
マ
ス
普
及
の
醒
井
養
鱒
場
指
定
料
理
旅
館
開
業
」「
昭

和
三
十
九
（
一
九
六
四
）
入
場
者
数
過
去
最
高
四
二
五
〇
五

八
人
」「
昭
和
五
十
四
（
一
九
七
九
）
年
十
月
ビ
ワ
マ
ス
の

完
全
養
殖
成
功
」
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
観
光
事
業
と
研
究

の
隆
盛
期
と
言
え
る
。「
平
成
十
二
（
二
〇
〇
〇
）
年
四
月

滋
賀
県
水
産
試
験
場
醒
井
養
鱒
分
場
と
な
る
鱒
類
生
産
業
務

が
滋
賀
県
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
に
委
託
」
さ
ら
に
「
平
成

十
七
（
二
〇
〇
五
）
年
四
月
醒
井
養
鱒
分
場
が
滋
賀
県
水
産

試
験
場
に
統
合
さ
れ
る
」「
入
場
料
徴
収
業
務
の
委
託
が
米

原
町
観
光
協
会
か
ら
滋
賀
県
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
へ
移

る
」
と
あ
り
、
こ
の
時
期
か
ら
事
業
整
理
で
あ
ろ
う
か
厳
し

い
時
代
に
入
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
一
方
で
「
平
成
二
十
四

（
二
〇
一
二
）年
十
月
全
雌
三
倍
体
、養
殖
ビ
ワ
マ
ス
の
登
場
」

の
記
録
も
あ
り
生
産
普
及
は
躍
進
し
て
い
る
。「
平
成
二
十

五
年
（
二
〇
一
三
）
年
四
月
滋
賀
県
が
滋
賀
県
醒
井
養
鱒
場

で
指
定
管
理
制
度
を
導
入
し
滋
賀
県
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

が
管
理
者
に
指
名
さ
れ
る
」
と
あ
り
、
現
在
に
至
る
。

あ
ら
た
め
て
桑
村
氏
よ
り
現
在
、養
鱒
場
は
マ
ス
類
生
産
、

普
及
と
研
修
、
調
査
研
究
の
三
つ
の
役
割
が
あ
る
と
説
明
さ

れ
た
。
調
査
研
究
は
滋
賀
県
水
産
試
験
場
研
究
員
と
共
に

行
っ
て
お
り
本
館
内
に
併
設
さ
れ
て
い
る
。
館
内
に
は
回
遊

水
槽
が
展
示
さ
れ
ビ
ワ
マ
ス
の
生
態
を
直
接
観
察
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
周
囲
は
養
鱒
場
の
仕
事
や
変
遷
を
紹
介
す
る
パ

ネ
ル
展
示
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
所
々
に
ル
ア
ー
釣
り
大
会

の
ポ
ス
タ
ー
が
貼
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
季
節
に
合
わ
せ
た

イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
企
画
運
営
も
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ

て
き
た
。
さ
ら
に
学
生
イ
ン
タ
ー
ン
の
受
入
れ
な
ど
次
世
代

育
成
に
も
注
力
し
て
い
る
。

次
に
本
館
を
出
て
三
枝
氏
に
敷
地
内
を
案
内
し
て
い
た
だ

い
た
。
幻
の
魚
イ
ト
ウ
や
チ
ョ
ウ
ザ
メ
の
池
、
色
素
の
少
な

い
ア
ル
ビ
ノ
を
集
め
た
池
な
ど
一
般
的
に
見
ら
れ
な
い
魚
影

に
驚
く
。
イ
ワ
ナ
池
、
孵
化
場
、
稚
魚
池
、
餌
付
池
と
川
上

へ
上
が
る
に
従
っ
て
繊
細
な
生
産
飼
育
管
理
を
要
す
る
エ
リ

ア
に
入
る
。「
こ
こ
か
ら
先
は
入
れ
ま
せ
ん
！
」
と
三
枝
氏
。

水
源
近
く
ま
で
く
る
と
防
疫
エ
リ
ア
（
禁
足
地
）
だ
。
湧
水

研
究
者
と
し
て
は
水
源
を
確
認
し
た
か
っ
た
が
、
そ
の
方
向

を
遠
く
か
ら
確
認
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。「
奥
宮
（
水
源
）
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を
遥
拝
す
る
場
所
が
こ
こ
に
も
存
在
す
る
」
と
解
釈
。
水
源

が
保
た
れ
な
け
れ
ば
生
産
か
ら
観
光
ま
で
行
き
届
か
な
く
な

る
。
ま
さ
に
聖
域
で
あ
る
。

川
下
方
向
に
は
採
卵
場
、
観
察
池
、
釣
り
場
や
休
憩
所
、

食
事
処
、
観
光
施
設
へ
と
つ
な
が
る
。
施
設
内
で
「
学
ぶ
、

食
べ
る
、
遊
ぶ
」
と
多
彩
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
工
夫
が
さ
れ

て
い
る
。
再
び
総
谷
川
の
魚
群
を
見
な
が
ら
今
日
見
聞
き
し

た
も
の
全
て
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
感
じ
た
。
そ
れ
は

自
然
の
恵
み
か
ら
養
鱒
を
軸
に
生
産
か
ら
観
光
ま
で
様
々
な

人
々
の
能
力
が
交
じ
り
合
い
な
が
ら
、
一
五
〇
年
近
く
も
活

動
を
持
続
さ
せ
て
き
て
い
る
。
ま
さ
に
コ
モ
ン
ズ
（
共
有
地
）

に
他
な
ら
な
い
。
自
然
の
恵
み
こ
そ
が
一
次
産
業
だ
と
再
確

認
し
、
琵
琶
湖
の
名
を
冠
し
た
固
有
種
を
育
て
あ
げ
る
こ
の

場
所
こ
そ
、
近
江
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
意
味
す
る
と

考
え
た
。

三
、
新
し
い
古
民
家
①

懐
め
ぐ
り
が
ス
タ
ー
ト
し
て
三
十
回
目
。
再
び
大
津
に
戻

り
原
点
回
帰
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
津
の
街
並
み
が
少

し
ず
つ
変
化
し
て
い
く
姿
が
気
に
な
る
。
例
年
六
月
に
な
る

と
私
が
教
鞭
を
と
る
成
安
造
形
大
学
地
域
実
践
領
域
研
究
室

で
は
、「
大
津
の
魅
力
探
し
」
授
業
を
約
四
週
に
渡
っ
て
行
っ

て
い
る
。
町
歩
き
し
な
が
ら
学
生
と
見
つ
け
た
古
民
家
再
生

に
お
け
る
「
や
り
す
ぎ
な
い
再
生
」
あ
る
い
は
「
残
し
技
」

に
焦
点
を
当
て
た
い
。

ａ
ｗ
ａ
ｉ

大
津
市
中
心
市
街
地
に
位
置
す
る
長
等
商
店
街
の
中
程
に

日
蓮
宗
の
お
寺
、
本
要
寺
の
山
門
が
見
え
る
。
く
ぐ
り
抜
け

る
と
路
地
が
ひ
ら
け
異
世
界
に
入
っ
た
気
分
に
な
る
。
本
堂

の
す
ぐ
右
手
に
入
り
た
く
な
る
場
が
見
え
た
。「
あ
れ
！
」

軒
先
が
崩
れ
た
か
け
た
空
家
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
た

が
、
な
ん
と
も
素
敵
な
カ
フ
ェ
に
変
身
し
て
い
る
。
丸
く
削

ら
れ
た
木
製
ド
ア
を
開
け
る
と
そ
こ
に
は
知
っ
た
顔
が
見
え

た
。
こ
こ
数
年
古
民
家
再
生
事
業
な
ど
、
賑
わ
い
創
生
に
励

む
大
津
市
役
所
職
員
の
藤ふ

じ

原わ
ら

周し
ゅ
う

二じ

さ
ん
だ
。
軒
先
は
素
敵

な
「
灯
り
窓
」
と
な
っ
て
い
た
。

早
速
店
主
の
西に

し

聖し
ょ
う

平へ
い

さ
ん
を
紹
介
い
た
だ
き
お
話
を
聞

く
と
、
改
修
工
事
は
ご
自
身
で
全
て
さ
れ
た
と
語
ら
れ
た
。

守
山
市
出
身
の
西
さ
ん
は
外
大
卒
業
後
、
主
に
東
京
圏
で
店

舗
内
装
の
デ
ザ
イ
ン
と
施
工
の
経
験
を
積
ま
れ
た
。
ま
た
近

年
は
ウ
ェ
ブ
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
も
活
動
す
る
な
ど
自
身
の

思
い
描
く
イ
メ
ー
ジ
を
創
造
、
制
作
し
発
信
す
る
こ
と
が
で

写真 16 アルビノ種の集まる池

写真 15 醒井峡谷を流れる総谷川

写真 14 総谷川に群れをなすニジマス

写真 13 絵図に見える楕円形の飼育池

写真 12 醒井養鱒場

写真 11 水源の方向を望む（防疫エリア）

写真 10 三枝氏（左）と桑村氏（右）

写真 9 醒井養鱒場絵図
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き
る
。
そ
こ
に
大
工
仲
間
で
マ
ル
シ
ェ
企
画
な
ど
も
手
が
け

る
チ
ャ
タ
さ
ん
と
、
路
地
の
裏
手
で
写
真
ス
タ
ジ
オ
「
お
さ

ん
ぽ
ハ
ウ
ス
」を
構
え
る
藤ふ

じ

森も
り

由ゆ

佳か

さ
ん
の
四
名
が
出
会
い
、

そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
技
を
生
か
し
た
場
づ
く
り
を
す
る
計
画
が

持
ち
上
が
っ
た
。
二
〇
二
三
年
七
月
一
般
社
団
法
人
Ｂ
Ａ
Ｎ

Ｄ
を
立
ち
上
げ
、「
み
ん
な
が
気
軽
に
立
寄
れ
る
場
」
を
目

指
し
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
資
金
調
達
と
広
報
を

行
っ
た
。
二
〇
二
三
年
十
月
に
改
修
工
事
を
ス
タ
ー
ト
、
二

〇
二
四
年
四
月
に
カ
フ
ェ
の
営
業
に
漕
ぎ
つ
け
た
。

こ
ん
な
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
こ
と
が
進
む
の
で
あ
ろ
う
か
？

そ
の
カ
フ
ェ
空
間
を
見
る
と
大
津
壁
風
の
グ
レ
ー
の
壁
と
以

前
の
土
壁
を
再
利
用
し
た
荒
壁
が
目
に
入
る
。
柱
と
梁
は
そ

の
ま
ま
残
し
痛
み
の
激
し
い
と
こ
ろ
は
庵
ス
ペ
ー
ス
の
壁
材

と
組
み
合
わ
せ
補
強
し
、
材
に
磨
き
を
か
け
、
柿
渋
を
塗
る

な
ど
以
前
の
姿
を
美
し
く
残
し
て
い
る
。
改
修
前
は
二
軒
の

民
家
で
あ
っ
た
そ
う
だ
が
仕
切
り
壁
を
抜
い
て
開
放
感
の
あ

る
空
間
が
作
ら
れ
て
い
る
。
西
さ
ん
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ハ

ウ
ス
と
あ
え
て
名
乗
ら
ず
、「
近
隣
住
民
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、

学
生
な
ど
誰
も
が
気
軽
に
立
ち
寄
れ
る
飲
食
併
設
の
場
に

し
、ギ
ャ
ラ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
や
研
究
会
、店
前
の
路
地
も
使
っ

て
マ
ル
シ
ェ
な
ど
が
行
え
る
場
に
し
て
い
き
た
い
」と
語
る
。

こ
の
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
展
開
は
何
と
言
っ
て
も
こ
の
場
の
家
主

で
あ
る
本
要
寺
住
職
の
懐
の
広
さ
と
、
都
市
再
生
事
業
に
取

り
組
ん
で
き
た
藤
原
さ
ん
と
の
つ
な
が
り
だ
。
そ
し
て
地
域

の
関
係
を
築
い
て
き
た
藤
森
さ
ん
、
実
際
に
「
も
の
こ
と
づ

く
り
」
を
自
ら
の
手
で
起
こ
す
こ
と
の
で
き
る
西
さ
ん
、
そ

れ
を
支
え
る
チ
ャ
タ
さ
ん
が
こ
の
場
に
揃
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
学
生
の
「
大
津
の
魅
力
探
し
」
の
講
評
会
は
こ
の
場
で

開
催
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。

に
の
ご
（2-5

）

東
海
道
、
大
津
札
の
辻
を
曲
が
っ
て
草
津
方
面
へ
歩
く
。

既
に
電
柱
地
中
化
や
路
面
整
備
も
済
み
、
二
〇
一
八
年
に
は

町
家
を
活
用
し
た
「
Ｈ
Ｏ
Ｔ
Ｅ
Ｌ
講 
大
津
百
町
」
が
開
業
、

落
ち
着
い
た
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
そ
の
ホ
テ
ル
の

角
の
板
塀
に
立
て
か
け
ら
れ
た
木
製
の
看
板
が
気
に
な
る
。

「
う
つ
わ 

酒 

に
の
ご
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
路
地
を
進
み

突
き
当
た
る
と
こ
ろ
が
「
に
の
ご
」
で
あ
る
。
ガ
ラ
ッ
と
引 写真 18 本要寺本堂横の awai

写真 17 長等商店街

写真20 awai店内の様子（大津壁風のグレーの壁面が見える）

写真 19 左から藤原さん、西さん、藤森さん

き
戸
を
開
け
、
中
に
入
る
と
通
り
庭
が
見
え
、
そ
こ
で
靴
を

脱
ぎ
左
側
の
見
世
（
店
）
の
間
か
ら
上
が
る
。
そ
の
奥
、
茶

の
間
に
位
置
す
る
と
こ
ろ
に
バ
ー
カ
ウ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ

て
い
る
。
腰
を
下
ろ
し
店
主
の
丸
亀
大
輔
さ
ん
に
迎
え
て
い

た
だ
い
た
。
茶
の
間
の
向
こ
う
側
、
座
敷
の
空
間
は
一
段
下

が
っ
た
ダ
イ
ニ
ン
グ
に
な
っ
て
い
る
。
梅
雨
明
け
の
蒸
し
た

日
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
特
製
の
コ
ー
ヒ
ー
ゼ
リ
ー
を
い
た
だ

き
な
が
ら
お
話
を
伺
っ
た
。

二
〇
一
〇
年
に
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
こ
と
を
条
件
に

こ
の
物
件
を
購
入
さ
れ
、
数
年
は
地
方
勤
務
が
重
な
り
ご
家

族
が
住
ま
わ
れ
て
い
た
。
二
〇
二
二
年
六
月
よ
り
器
な
ど
の

工
芸
を
展
示
す
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
お
酒
と
お
つ
ま
み
を
提
供

す
る
店
と
し
て
開
店
し
た
。
時
間
を
か
け
て
ゆ
っ
く
り
改
装

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
細
部
の
一
つ
ひ
と
つ
が
丁
寧
に
設

え
ら
れ
て
い
る
。ま
ず
目
に
入
る
の
が
バ
ー
カ
ウ
ン
タ
ー
で
、

古
材
の
様
に
も
見
え
る
が
実
は
工
事
現
場
の
足
場
板
で
あ

る
。
よ
く
見
る
と
ペ
ン
キ
の
タ
レ
跡
が
見
え
る
が
不
思
議
な

こ
と
に
美
し
い
。
次
に
茶
の
間
と
座
敷
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
が
面

白
い
。
床
を
抜
い
て
ダ
イ
ニ
ン
グ
仕
様
に
な
り
鉄
製
の
テ
ー

ブ
ル
と
北
欧
製
の
家
具
と
照
明
器
具
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

見
世
の
間
に
戻
り
階
段
を
上
が
る
と
台
所
と
つ
な
が
る
火
袋

の
空
間
が
あ
る
。
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
な
ど
所
々
に
残
す
昭
和
仕

立
て
の
細
部
が
、
デ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
北
欧
製
ス
ツ
ー
ル
と

絶
妙
な
関
係
を
つ
く
っ
て
い
る
。
古
民
家
再
生
の
し
ゃ
れ
た

店
舗
に
よ
く
見
る
内
装
の
ほ
と
ん
ど
を
画
一
的
で
新
品
仕
上

げ
に
取
り
換
え
る
例
と
は
違
う
。
以
前
に
住
ま
わ
れ
た
方
の

暮
ら
し
の
痕
跡
を
残
し
な
が
ら
も
、
廃
棄
処
分
に
し
て
し
ま

わ
な
い
工
夫
と
古
物
の
組
み
合
わ
せ
を
楽
し
む
店
主
の
感
覚
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が
伝
わ
っ
て
く
る
。
所
々
に
展
示
さ
れ
て
い
る
現
代
の
陶
芸

作
家
の
作
品
と
江
戸
期
の
絵
皿
な
ど
が
こ
の
空
間
設
定
に
よ

り
作
品
と
し
て
の
価
値
を
際
立
た
せ
て
い
る
様
に
見
え
て
き

た
。
丸
亀
さ
ん
は
公
務
員
と
し
て
食
育
、
就
農
支
援
、
地
域

活
性
化
に
携
わ
る
経
歴
を
持
つ
。
そ
れ
を
自
ら
が
実
践
す
る

こ
と
で
、
身
近
な
出
会
い
や
気
づ
き
に
新
鮮
な
感
動
と
美
が

あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

四
、
新
し
い
古
民
家
②

大
津
宿
、
新
し
い
古
民
家
を
二
回
連
続
で
紹
介
し
た
い
。

前
回
の
冒
頭
に
も
伝
え
た
が
、
例
年
六
月
中
旬
か
ら
、
私
が

教
鞭
を
と
る
成
安
造
形
大
学
地
域
実
践
領
域
研
究
室
で
、「
大

津
の
魅
力
探
し
」
授
業
を
約
四
週
に
渡
っ
て
行
っ
て
い
る
。

町
歩
き
し
な
が
ら
学
生
と
見
つ
け
た
古
民
家
再
生
に
お
け
る

「
や
り
す
ぎ
な
い
再
生
」
あ
る
い
は
「
残
し
技
」
に
焦
点
を

当
て
た
。
中
で
も
今
回
は
「
え
、
こ
ん
な
場
所
に
」
と
い
う

ま
さ
に
近
江
の
懐
部
を
伝
え
た
い
。

佳か

山せ
ん八

丁
通
（
東
海
道
）
を
京
都
方
面
へ
Ｊ
Ｒ
琵
琶
湖
線
の
蝉

丸
跨
線
橋
（
上
関
寺
ト
ン
ネ
ル
）
を
過
ぎ
た
辺
り
に
京
阪
電

車
京
津
線
の
線
路
と
最
も
接
近
す
る
場
所
が
あ
る
。
そ
の
踏

切
の
向
こ
う
に
関
蝉
丸
神
社
下
社
が
鎮
座
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
踏
切
を
渡
ら
ず
手
前
左
手
に
見
え
る
焼
杉
板
塀
の
古

民
家
が
そ
の
現
場
だ
。
二
〇
一
八
年
に
関
蝉
丸
神
社
に
目
を

つ
け
た
学
生
と
訪
れ
た
時
に
も
気
に
な
っ
て
覗
き
見
し
た
こ

と
を
思
い
出
し
た
。
そ
れ
か
ら
何
度
か
前
を
通
り
、
い
つ
か

入
っ
て
み
た
い
と
望
ん
で
い
た
。
踏
切
前
の
灯
篭
の
前
で
し

ば
し
建
物
を
見
上
げ
て
い
る
と
、
踏
切
音
が
鳴
り
、

「
ゴ
ォ
ー
！
」
と
音
を
た
て
京
阪
電
車
が
普
通
に
過
ぎ
去
っ

て
行
っ
た
。
そ
こ
は
傾
斜
地
で
カ
ー
ブ
の
膨
み
部
で
あ
る
こ

と
か
ら
建
物
に
突
っ
込
む
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
。思
わ
ず「
あ

た
る
」
と
言
っ
て
し
ま
う
。
東
海
道
と
線
路
に
挟
ま
れ
た
細

い
敷
地
に
建
つ
日
本
料
理
の
店
「
佳
山
」
だ
。
料
理
人
で
店

主
の
安や

す

江え

洋よ
う

造ぞ
う

さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
た
。

安
江
氏
は
大
津
の
勧
学
出
身
、
旅
館
や
ホ
テ
ル
、
料
亭
で

の
経
験
を
経
て
、
京
都
で
は
じ
め
て
の
カ
ウ
ン
タ
ー
割
烹
で

知
ら
れ
る
「
浜は

ま

作さ
く

」
で
十
五
年
の
経
歴
を
持
つ
料
理
人
で
あ

る
。佳

山
開
店
は
二
〇
一
八
年
七
月
、
こ
の
物
件
は
株
式
会
社

ま
ち
づ
く
り
大
津
（
大
津
町
家
情
報
館
）
に
大
津
市
内
の
古

民
家
を
く
ま
な
く
紹
介
し
て
も
ら
い
、
自
分
の
条
件
に
合
う

築
九
十
三
年
の
物
件
に
た
ど
り
着
い
た
。
日
本
料
理
の
店
に

見
ら
れ
る
市
街
地
の
ビ
ル
の
一
階
に
開
店
す
る
こ
と
も
考
え

た
が
、
古
物
好
き
で
あ
る
こ
と
や
歴
史
が
好
き
な
こ
と
か
ら

古
民
家
探
し
へ
、
パ
ー
ト
ナ
ー
の
純す

み

代よ

さ
ん
の
「
何
か
面
白

味
の
あ
る
店
構
え
が
良
い
」
と
い
う
意
見
が
安
江
さ
ん
に

と
っ
て
大
き
く
、
自
分
一
人
だ
け
な
ら
き
っ
と
王
道
に
走
っ

て
い
た
と
語
る
。
こ
の
地
は
木
曽
街
道
六
十
九
次
大
津
宿
の

浮
世
絵
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、
歴
史
あ
る
東
海
道
と
蝉
丸
神
社

に
挟
ま
れ
一
人
で
業
務
を
遂
行
で
き
る
規
模
の
適
切
さ
が
こ

の
地
を
選
ん
だ
理
由
だ
。
一
階
は
「
浜
作
」
を
受
け
継
ぐ
カ

ウ
ン
タ
ー
席
の
み
。
そ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
も
お
客
さ
ん
の
紹
介

で
二
年
前
か
ら
栃
の
木
の
一
枚
も
の
に
し
た
。
白
木
で
は
な

く
渋
い
色
合
い
で
あ
る
。
所
々
に
配
置
さ
れ
る
棚
、
玄
関
や

ト
イ
レ
の
扉
は
純
代
さ
ん
と
の
相
談
の
も
と
、
探
し
て
き
た

古
物
を
組
み
合
わ
せ
、
元
あ
っ
た
民
家
の
風
情
と
安
江
夫
妻

の
感
覚
が
合
わ
さ
り
独
自
の
空
間
が
作
ら
れ
て
い
る
。
二
階

へ
上
が
る
階
段
の
壁
は
ブ
ル
ー
グ
レ
ー
に
統
一
さ
れ
モ
ダ
ン

な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
東
海
道
側
の
窓
に
は
宿
場

を
想
起
さ
せ
る
手
摺
り
が
残
さ
れ
て
い
る
。
振
り
返
る
と
大

き
な
ガ
ラ
ス
窓
の
向
こ
う
に
石
の
鳥
居
、
そ
の
向
こ
う
に
関

蝉
丸
神
社
の
社
、
そ
の
背
景
に
長
等
山
麓
の
緑
が
見
え
る
。

写真 24 足場板を使用したバーカウンター（一階）

写真 23 店前に立つ丸亀大輔さん

写真 22 こだわりのゾーニング（手前の部屋が一段低い位置にある）

写真 21 「にのご」の看板（東海道）
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頭
の
中
で
「
こ
れ
や
こ
の
行
く
も
帰
る
も
別
れ
て
は
〜
」
と

蝉
丸
の
詩
が
流
れ
た
瞬
間
、
今
度
は
反
対
方
向
か
ら
「
キ
ー

ン
！
」
と
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
な
が
ら
勾
配
を
降
り
る
列
車
が

そ
の
景
色
を
掻
き
消
し
て
行
っ
た
。
純
代
さ
ん
の
言
う
面
白

味
の
あ
る
店
構
え
と
は
こ
の
こ
と
か
と
納
得
し
た
。

写真 26 「佳山」店主の安江洋造と純代さん（二階）写真 28 「佳山」外観

写真 25 京阪電車京津線と関蝉丸神社下社写真 27 栃の木のカウンターテーブル（一階）

ｃ
チ

ョ

ッ

コ

ｉ
ｏ
ｃ
ｃ
ｏ

長
等
商
店
街
の
中
程
に
あ
る
日
蓮
宗
の
お
寺
、
本
要
寺
。

そ
の
山
門
を
く
ぐ
り
右
手
に
本
堂
を
見
な
が
ら
進
む
と
小
さ

な
お
稲
荷
さ
ん
が
見
え
る
。
そ
の
向
こ
う
側
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀

を
抜
け
る
と
突
然
世
界
が
変
わ
る
。
古
民
家
と
板
塀
、
木
々

で
囲
ま
れ
小
さ
な
丸
テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
が
配
置
さ
れ
た
空
間

が
あ
る
。
そ
こ
は
あ
る
種
「
逃
げ
場
所
」
と
も
言
え
る
。
二

〇
二
三
年
、
学
生
と
う
ろ
う
ろ
し
て
い
た
瞬
間
に
発
見
し
た

場
所
で
あ
る
。
好
奇
心
旺
盛
な
学
生
は
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う

に
そ
の
古
民
家
の
ド
ア
を
開
け
「
ご
め
ん
く
だ
さ
い
！
」
と

語
り
か
け
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
そ
も
そ
も
学
生
に

魅
力
あ
る
場
所
を
撮
影
記
録
し
、
運
が
良
け
れ
ば
聞
き
取
り

調
査
を
促
す
課
題
を
出
し
た
張
本
人
は
私
で
あ
る
。
地
図
が

あ
っ
て
も
辿
り
着
く
こ
と
の
難
し
い
古
都
大
津
、
寺
内
町
の

特
徴
あ
る
路
地
裏
に
ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず
む
薪
火
イ
タ
リ
ア

ン
「
ｃ
ｉ
ｏ
ｃ
ｃ
ｏ
」
オ
ー
ナ
ー
シ
ェ
フ
の
谷や

古こ

宇う

祥し
ょ
う

平へ
い

さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
た
。

谷
古
宇
氏
は
東
京
都
足
立
区
出
身
、
料
理
人
と
し
て
京
都

か
ら
経
歴
が
始
ま
る
。
し
ば
ら
く
し
て
自
身
の
在
り
方
を
追

求
す
べ
く
イ
タ
リ
ア
各
地
へ
、
食
の
背
景
に
あ
る
文
化
、
農

業
、
環
境
な
ど
自
ら
現
地
に
住
む
こ
と
で
大
地
と
共
生
す
る

た
め
の
土
台
づ
く
り
が
始
ま
る
。
帰
国
後
、
京
都
の
産
廃
業

者
会
長
と
出
会
っ
た
こ
と
が
大
き
な
転
換
点
と
な
る
。
循
環

型
社
会
を
目
指
す
ビ
ジ
ョ
ン
に
「
食
」
が
組
み
込
ま
れ
て
い

る
こ
と
に
関
心
を
持
ち
入
社
、
そ
の
つ
な
が
り
か
ら
京
北
町

の
山
間
部
に
て
畑
作
放
棄
地
に
山
水
が
流
れ
込
む
よ
う
に
開

墾
し
、
無
農
薬
農
業
と
山
羊
と
合
鴨
と
暮
ら
す
畜
産
生
活
が

始
ま
る
。
食
材
選
び
で
は
な
く
自
ら
作
り
出
す
こ
と
が
自
身

の
料
理
に
つ
な
が
る
と
確
信
す
る
。
そ
の
こ
と
が
頭
に
あ
る

限
り
辛
い
苦
し
い
と
感
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
谷
古
宇
さ

ん
は
語
る
。
こ
の
時
期
が
コ
ロ
ナ
禍
と
重
な
っ
て
い
た
こ
と

も
あ
り
、
自
身
の
料
理
の
方
向
性
を
決
定
付
け
る
時
間
と

な
っ
た
。

退
社
後
す
ぐ
に
拠
点
と
な
る
場
所
の
選
定
が
始
ま
っ
た
。

高
島
、
近
江
八
幡
、
守
山
な
ど
も
探
す
が
、
長
等
商
店
街
の

魅
力
と
本
要
寺
住
職
と
の
出
会
い
か
ら
現
在
の
地
を
拠
点
に

す
る
と
即
決
、
築
一
〇
〇
年
超
の
長
屋
二
棟
を
借
り
、
一
棟

を
店
舗
改
築
し
た
。
新
調
し
た
の
は
フ
ロ
ア
を
一
段
高
い
位写真 30 「ciocco」オーナーシェフの谷古宇祥平さん

写真 29 「ciocco」外観と中庭

写真 32 磨き仕上げのカウンターと新しい柱

写真 31 店内の壁と柱
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置
に
、
磨
き
仕
上
げ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
設
置
、
薪
を
燃
や
す
グ

リ
ル
く
ら
い
で
、
長
い
年
月
を
経
て
育
ま
れ
た
壁
や
柱
は
そ

の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
的
だ
。
二
〇
二
二
年
六
月
よ
り

開
店
「
ｃ
ｉ
ｏ
ｃ
ｃ
ｏ
」
は
イ
タ
リ
ア
語
で
薪
、
丸
太
、
木

材
を
意
味
す
る
。
最
後
に
「
自
分
の
料
理
の
食
材
が
店
の
ま

わ
り
で
採
れ
る
世
界
を
つ
く
り
た
い
。」
と
熱
く
語
っ
た
。

二
回
に
わ
た
り
大
津
宿
「
新
し
い
古
民
家
」
の
事
例
を
紹

介
し
た
。四
組
の
飲
食
を
営
む
家
主
と
共
に
焦
点
を
当
て
た
。

共
通
す
る
理
念
は
「
触
り
過
ぎ
な
い
」
こ
と
。
そ
し
て
古
民

家
再
生
を
志
す
熱
い
オ
ー
ナ
ー
の
意
思
と
そ
の
思
い
を
受
け

入
れ
る
地
域
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の
存
在
が
重
要
で
あ
る
。
さ

ら
に
思
い
を
形
に
す
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
施
工
業
者
へ
と
意
思

疎
通
さ
れ
、未
来
の
大
津
宿
の
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
て
い
く
。

そ
の
よ
う
な
場
の
懐
の
深
さ
に
気
づ
か
さ
れ
た
。

追
記紀

要
の
冒
頭
は
、
二
〇
二
四
年
正
月
に
起
き
た
能
登
半
島

地
震
を
は
じ
め
と
す
る
地
震
、
大
雨
に
よ
る
水
害
、
土
砂
災

害
、
猛
暑
日
の
記
録
更
新
な
ど
自
然
の
脅
威
を
目
の
当
た
り

に
し
た
一
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
た
。
一
方
、
コ
ロ
ナ
禍

が
収
束
し
た
近
江
（
滋
賀
県
）
は
ビ
ワ
イ
チ
推
進
が
進
み
、

観
光
振
興
を
き
っ
か
け
と
す
る
旅
の
あ
り
方
、
ウ
ェ
ル
ビ
ー

イ
ン
グ
な
暮
ら
し
な
ど
、
琵
琶
湖
岸
で
の
キ
ャ
ン
プ
増
加
に

象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
ビ
ワ
イ
チ
を
含
め
て
人
々
の
余
暇
の

楽
し
み
方
に
変
化
が
あ
る
様
に
感
じ
る
。
自
然
環
境
の
豊
か

さ
を
自
分
な
り
の
方
法
で
感
じ
る
行
動
の
変
化
が
生
じ
て
い

る
の
だ
。

そ
の
反
面
、
異
常
気
象
と
呼
ぶ
に
値
す
る
気
候
変
動
、
地

球
温
暖
化
を
リ
ア
ル
に
感
じ
て
し
ま
う
状
況
と
言
え
る
。
そ

れ
で
も
暑
さ
寒
さ
に
耐
え
な
が
ら
自
転
車
に
よ
る
地
域
リ

サ
ー
チ
は
、
時
代
や
社
会
の
変
化
に
対
応
し
な
が
ら
も
生
き

延
び
る
（
潰
さ
れ
る
こ
と
な
く
存
続
す
る
）
施
設
、
物
件
な

ど
と
巡
り
あ
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
人
々
の
関
係
性

の
交
錯
と
継
承
に
よ
り
、
残
さ
れ
る
べ
く
し
て
残
さ
れ
て
い

る
と
改
め
て
感
じ
た
。そ
の
場
所
に
し
か
な
い
一
期
一
会
が
、

新
た
な
価
値
付
け
、
意
味
付
け
、
解
釈
が
加
わ
り
、
新
し
い

文
化
や
物
語
が
つ
く
ら
れ
る
の
だ
。

今
日
社
会
は
蓄
積
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
基
づ
く
シ
ス
テ
ム
思

考
の
確
実
性
が
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
対
極
で
あ
ろ
う
現

場
主
義
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
可
能
性
も
意
識
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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