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最
新
刊
の
『
文
化
誌
近
江
学
』
第
10
号
（
琵
琶
湖
特
集
号
）
に
、
大
正
、

昭
和
期
を
代
表
す
る
日
本
画
家
の
一
人
で
あ
る
福
田
平
八
郎
（
一
八
九
二

～
一
九
七
四
）
の
「
漣
」（
大
阪
新
美
術
館
建
設
準
備
室
蔵
）
に
つ
い
て
、

主
に
画
家
の
こ
と
ば
を
引
用
し
て
一
文
を
執
筆
し
た
。
執
筆
の
動
機
は
、

ま
ず
そ
の
作
風
の
奇
抜
さ
に
あ
っ
た
。
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
と
い
う
、

東
京
で
も
、
ま
た
京
都
に
お
い
て
も
新
古
典
主
義
全
盛
の
時
期
に
、「
漣
」

が
な
ぜ
描
か
れ
た
の
か
を
私
な
り
に
納
得
し
た
か
っ
た
と
い
う
思
い
で
あ

る
。
も
う
一
つ
に
は
、
作
品
が
琵
琶
湖
を
描
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

琵
琶
湖
の
ど
こ
で
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
確
認
し
た
か
っ
た
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
今
も
っ
て
解
決
で
き
て
い
な
い
。

　

本
稿
は
、
字
数
の
制
約
な
ど
か
ら
、
そ
こ
で
は
触
れ
得
な
か
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
少
し
の
補
足
を
行
う
の
が
目
的
で
あ
る
。
引
用
し
た
画
家
の
こ

と
ば
に
つ
い
て
の
検
証
や
、「
漣
」
の
美
術
史
的
位
置
付
け
な
ど
が
主
体

と
な
る
。

　

以
下
少
し
、
作
品
「
漣
」
に
つ
い
て
要
約
し
て
み
る
。

　

昭
和
七
年
九
月
、
福
田
は
帝
展
出
品
予
定
の
作
品
を
仕
上
げ
る
た
め
、

十
日
間
ほ
ど
琵
琶
湖
を
訪
れ
、
翌
十
月
、
第
十
三
回
帝
展
に
「
漣
」
を
出

品
し
て
い
る
。「
漣
」
は
湖
岸
に
寄
せ
る
漣
に
浮
か
ぶ
波
紋
の
み
を
、
絹

•••••••••••••••••••••••••••••••
Name�:
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This�paper�is�a�study�of�the�art�historical�significance�of�Sazanami,�
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本
プ
ラ
チ
ナ
地
に
天
然
岩
絵
具
の
群
青
で
、
ほ
ぼ
原
寸
大
に
描
い
た
額
装

の
作
品
で
あ
る
。
そ
の
斬
新
な
作
風
か
ら
批
評
は
毀き

誉よ

褒ほ
う

貶へ
ん

相あ
い

半な
か

ば
し
た
。

当
時
、
美
術
史
家
と
し
て
著
名
な
田
中
一
松
は
「
思
い
切
っ
た
奇
抜
な
も

の
、
銀
地
の
上
に
た
だ
群
青
の
色
片
を
配
列
し
た
の
み
で
、
他
に
一
物
も

な
い
。
凉
風
に
皺
ば
む
池
面
の
あ
や
に
相
違
な
い
が
、
こ
の
浴
衣
地
の
よ

う
な
画
面
に
福
田
氏
何
の
考
う
る
所
あ
り
や
。
京
洛
の
画
人
中
で
は
頭
の

人
と
し
て
一
作
毎
に
苦
心
を
見
せ
て
い
た
氏
と
し
て
、
こ
れ
は
些
か
思
案

に
過
ぎ
て
愚
に
か
え
る
も
の
と
言
い
た
い
。」
と
ま
で
評
し
て
い
る
。

　
「
漣
」
の
作
風
の
特
色
を
箇
条
書
き
に
し
て
み
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ

う
に
な
ろ
う
。

　

１　

デ
ザ
イ
ン
的
に
見
え
る
が
、
実
は
現
地
写
生
を
も
と
に
し
た
写
実

的
な
作
風

　

２　

プ
ラ
チ
ナ
地
と
い
う
メ
タ
リ
ッ
ク
な
画
面

　

３　

単
一
モ
チ
ー
フ
で
彩
色
は
波
紋
を
描
く
群
青
の
み

　

４　

輪
郭
線
を
用
い
な
い

　

５　

ほ
ぼ
原
寸
大
に
描
か
れ
て
い
る

　

６　

額
装
で
あ
る

　

７　

水
平
線
は
画
面
上
部
外
に
設
定

　

８　

謹
直
な
落
款
書
体

　

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
項
目
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

１
、
デ
ザ
イ
ン
的
に
見
え
る
が
、
実
は
現
地
写
生
を
も
と
に
し
た
写
実
的

な
作
風

　

福
田
は
、
絵
画
専
門
学
校
卒
業
の
折
に
同
校
の
美
学
・
美
術
史
の
教
授

で
あ
っ
た
中
井
宗
太
郎
か
ら
助
言
を
受
け
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の

ち
に
「
君
は
自
然
を
客
観
的
に
み
つ
め
て
ゆ
く
方
が
よ
く
は
な
い
か
、
と

い
わ
れ
、
こ
の
言
葉
を
羅
針
盤
と
し
て
そ
の
後
進
ん
だ
」
と
語
っ
て
い
る

（
註
１
）。
ま
た
昭
和
三
六
年
、
福
田
が
文
化
勲
章
を
受
け
た
際
に
は
「
私

は
だ
い
た
い
リ
ア
ル
を
信
念
と
し
て
貫
く
方
向
を
た
ど
っ
た
が
、
宗
達
な

ど
の
琳
派
が
好
き
な
も
の
だ
か
ら
、
ど
う
か
す
る
と
装
飾
の
方
に
走
り
た

が
る
」
と
も
記
者
に
語
っ
て
い
る
（
註
２
）。
福
田
が
写
実
性
を
大
切
に
し

て
い
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
先
学
の
研
究
か
ら
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
り
、先
述
の
拙
稿
に
も
掲
載
し
た
琵
琶
湖
の
波
紋
の
写
真（
図
１
）

か
ら
も
実
証
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
「
漣
」
制
作
の
前
年
、
昭
和
六
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
「
今
の

私
の
方
向
」（『
ア
ト
リ
エ
』
第
八
巻
第
九
号
）
の
な
か
に
福
田
に
よ
る
次

の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
（
傍
線
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
）。

　

私
は
恁
う
し
た
境
地
か
ら
見
て
、
今
で
は
差
当
り
画
風
を
一
遍
に

換
え
た
い
と
か
、
特
に
恁
う
云
う
風
な
希
望
で
描
い
て
見
た
い
と
か
、

そ
う
云
う
気
持
ち
は
な
く
な
っ
て
、
何
処
で
も
い
い
か
ら
自
然
の
一

部
を
切
り
取
っ
て
、
純
な
気
持
で
描
こ
う
と
云
う
気
持
丈
し
て
い
る
。

尚
よ
く
考
え
て
見
る
と
、
そ
う
し
た
気
持
が
全
然
無
く
な
っ
て
る
と

云
う
訳
で
も
あ
る
ま
い
が
。
例
え
ば
あ
る
技
巧
が
特
に
巧
く
な
っ
た

と
云
う
気
持
か
ら
夢
中
に
な
っ
て
仕
事
の
為
に
仕
事
を
し
て
る
様
な
、
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福
田
の
代
表
作
の
一
つ
に「
水
」（
昭
和
三
三
年
、大
分
県
立
美
術
館
蔵
）

が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
本
稿
筆
者
は
現
地
写
生
に
基
づ
く
写
実
性

の
強
い
作
品
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
幽
谷
の
淵
を
観
察
し
た

も
の
と
推
測
す
る
。図
２
は
た
ま
た
ま
滋
賀
県
下
の
谷
筋（
日
野
町
の
し
ゃ

く
な
げ
渓
）
で
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
瞬
時
に
福
田
の
「
水
」
を
想

起
し
た
。

　

右
記
の
よ
う
な
福
田
の
作
品
は
一
見
デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
た
も
の
の
よ
う

に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
福
田
自
身
が
「
装
飾
の
方
に
走
り
た
が
る
」
と
い

う
よ
う
に
、
福
田
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
た
写
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

多
面
性
の
あ
る
現
実
か
ら
装
飾
的
な
瞬
間
を
写
し
取
っ
て
き
た
も
の
、
と

い
っ
て
よ
い
。
デ
ザ
イ
ン
的
に
見
え
て
し
ま
う
の
は
、
私
た
ち
が
福
田
ほ

そ
う
し
た
引
摺
ら
れ
て
る
様
な
生
活
を
し
た
い
と
は
思
わ
な
い
。

　

だ
か
ら
、
今
年
な
ど
実
は
何
を
描
こ
う
と
云
う
用
意
が
な
く
て
、

出
品
に
掛
ら
ね
ば
な
ら
な
い
時
期
が
来
た
時
、
日
常
見
て
る
そ
こ
ら

の
草
や
木
や
花
や
野
菜
や
、
何
で
も
い
い
か
ら
其
中
の
面
白
い
と

思
っ
た
も
の
を
描
い
て
見
よ
う
と
思
う
―
と
云
う
の
が
現
在
の
気
持

だ
。
そ
れ
の
方
が
の
ん
び
り
し
て
い
て
、
こ
だ
わ
り
の
無
い
愉
快
な

も
の
が
あ
る
様
に
思
う
。

　

自
然
を
見
た
儘
と
云
う
処
が
尊
い
と
思
い
、
そ
う
し
た
気
持
を
続

け
て
行
き
た
い
と
思
う
。
今
迄
に
し
て
も
そ
う
だ
っ
た
積
り
な
の
が
、

ど
う
も
夫
れ
が
い
つ
と
な
く
阻
碍
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。

　

何
処
で
も
何
で
も
い
い
か
ら
と
言
っ
て
、
矢
張
り
そ
こ
に
は
私
の

選
り
好
み
が
あ
る
。
何
で
も
が
其
儘
絵
に
な
る
、
何
処
で
も
絵
に
し

う
る
、
と
云
う
自
由
な
こ
だ
わ
り
の
無
い
境
地
に
辿
り
着
き
度
い
と

思
い
な
が
ら
、
ま
だ
却
々
行
き
つ
け
な
い
で
い
る
。

福
田
の
こ
う
し
た
純
粋
な
姿
勢
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
、「
漣
」
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
「
漣
」
に
描
か
れ
る
波
紋
は
本
稿
筆
者
の
観
察
で
は
、
遊
覧
船
な
ど
の

高
さ
か
ら
で
は
見
え
ず
、
ま
た
逆
光
で
は
難
し
い
。
浜
辺
に
た
た
ず
み
、

穏
や
か
に
寄
せ
る
さ
ざ
波
に
目
を
向
け
る
と
き
、
そ
こ
に
見
え
る
の
が

「
漣
」
の
波
紋
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ざ
波
は
途
切
れ
る
こ
と
な
く

次
々
と
浜
辺
に
寄
せ
る
が
、
そ
の
波
紋
は
決
し
て
同
一
で
は
な
い
。
福
田

は
さ
ざ
波
や
波
紋
に
対
峙
し
、
観
察
し
、
そ
し
て
自
分
の
感
性
の
納
得
の

い
く
波
紋
を
探
し
、
そ
の
見
た
ま
ま
を
写
生
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

図2　滋賀県日野町しゃくなげ渓にて撮影（筆者）

図1　琵琶湖湖岸（長浜市）にて撮影（筆者）
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ど
の
目
で
現
実
を
見
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
福
田
の

作
品
は
私
た
ち
の
目
を
試
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

２　

プ
ラ
チ
ナ
地
と
い
う
メ
タ
リ
ッ
ク
な
画
面

３　

単
一
モ
チ
ー
フ
で
彩
色
は
波
紋
を
描
く
群
青
の
み

４　

輪
郭
線
を
用
い
な
い

　

福
田
は
先
述
し
た
よ
う
に
「
宗
達
な
ど
の
琳
派
が
好
き
な
も
の
だ
か
ら
、

ど
う
か
す
る
と
装
飾
の
方
に
走
り
た
が
る
」
と
話
し
て
い
る
が
、
金
地
、

銀
地
と
い
っ
た
作
品
は
実
は
「
漣
」
以
外
、
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
展

覧
会
出
品
作
と
し
て
は
「
漣
」
以
外
恐
ら
く
皆
無
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
だ

け
を
見
て
も
、
福
田
に
と
っ
て
「
漣
」
が
特
殊
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ

と
は
疑
え
な
い
。

　

ま
た
、
メ
タ
リ
ッ
ク
な
画
面
に
群
青
一
色
で
単
一
の
モ
チ
ー
フ
を
描
き
、

輪
郭
線
を
用
い
な
い
点
に
も
注
目
す
る
と
、
こ
れ
は
福
田
自
身
が
言
う
よ

う
に
琳
派
の
作
品
か
ら
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
と
い
え
る
。
画
面
全
面
に

箔
を
貼
り
、
ほ
ぼ
単
一
の
モ
チ
ー
フ
を
数
少
な
い
色
数
で
、
輪
郭
線
を
用

い
ず
に
描
く
作
品
を
日
本
美
術
史
上
に
探
す
と
、例
え
ば
俵
屋
宗
達
の「
蔦

の
細
道
図
屏
風
」（
相
国
寺
承
天
閣
美
術
館
蔵
）
や
尾
形
光
琳
の
「
燕
子

花
図
屏
風
」（
根
津
美
術
館
蔵
）
が
す
ぐ
さ
ま
想
起
さ
れ
る
。
ま
た
、
メ

タ
リ
ッ
ク
な
素
材
を
用
い
て
、
数
少
な
い
モ
チ
ー
フ
を
描
く
も
の
と
し
て

宗
達
の
「
鶴
下
絵
和
歌
巻
」（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
や
「
光
悦
謡
本
（
嵯

峨
本
）」
な
ど
も
近
い
距
離
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
琳
派

の
作
品
が
福
田
の
感
性
を
涵
養
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

福
田
自
身
が
色
や
線
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
ば
が
「
私
の
写
生
帖
一
」

（『
三
彩
』第
三
四
号　

昭
和
二
四
年
九
月
）の
な
か
に
残
さ
れ
て
い
る（
傍

線
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
）。

　

私
は
写
生
を
す
る
の
に
主
に
色
鉛
筆
を
使
っ
て
居
る
。
写
生
の
対

象
か
ら
、
先
ず
何
を
一
番
感
ず
る
か
と
言
う
と
、
形
や
線
よ
り
も
先

に
色
彩
を
強
く
感
じ
る
。
花
や
鳥
の
色
彩
の
形
と
は
、
も
と
も
と
分

つ
こ
と
の
で
き
な
い
関
係
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
は
っ
と
注
意
し
た
時
、

先
ず
色
の
方
に
強
く
刺
激
さ
れ
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
と
思
う
。
ま
た
、

わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
、
近
代
的
な
教
育
を
受
け
、
殊
に
西
欧
の
近
代

美
術
に
親
ん
で
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
影
響
さ
れ
て
来
た
者
は
、

む
か
し
の
人
と
違
っ
て
感
覚
の
は
た
ら
き
も
変
っ
て
来
て
居
る
か
ら
、

ど
う
し
て
も
、
対
象
の
色
彩
を
強
く
感
ず
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
私
は
、
一
番
強
く
刺
激
を
受
け
た
対
象
の
色
彩
を
追
求
す

る
。
そ
し
て
、
こ
の
色
彩
を
追
求
し
て
居
る
と
、
自
然
に
対
象
の
形

を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
私
は
、
色
鉛
筆
を
使
っ
て
自
由

に
や
っ
て
居
る
。
ま
た
、
直
接
写
生
帖
へ
最
初
か
ら
絵
具
で
や
る
こ

と
も
あ
る
。
対
象
物
の
本
質
が
よ
く
判
っ
て
来
る
と
、
そ
の
本
質
を

表
現
す
る
の
に
は
、
時
に
ど
う
言
う
線
が
よ
い
か
、
と
言
う
こ
と
を

研
究
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

線
と
言
う
も
の
は
、
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
物
の
本
質
を
、
柔
か
い

物
は
柔
か
い
よ
う
に
、
堅
い
も
の
は
堅
い
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
本
質

を
表
現
す
る
手
段
で
あ
る
か
ら
、
対
象
を
よ
く
感
受
し
観
察
し
て
、

自
分
で
創
る
べ
き
も
の
だ
と
思
う
。
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こ
れ
に
よ
り
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、「
漣
」
は
色
彩
の
追
求
か
ら
始
ま
っ

た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
波
紋
は
彼
に
と
っ
て
は
線
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
輪
郭
線
は
確
か
に
認
め
ら
れ
な
い
が
、
波
紋

を
描
く
柔
ら
か
な
群
青
は
福
田
に
と
っ
て
は
線
の
表
現
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
後
の
代
表
作
「
雨
」（
昭
和
二
八
年
、
東
京
国
立
近
代
美

術
館
蔵
）
の
堅
い
瓦
の
形
を
写
し
出
す
シ
ャ
ー
プ
な
黒
い
影
の
描
写
に
も

当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

５　

ほ
ぼ
原
寸
大
に
描
か
れ
て
い
る

　

原
寸
大
に
近
い
大
き
さ
で
描
く
こ
と
、
こ
れ
は
写
実
性
の
追
求
と
つ
な

が
っ
て
く
る
要
素
で
あ
る
。
あ
り
の
ま
ま
に
描
き
と
ろ
う
と
す
る
に
は
、

大
き
さ
ま
で
同
じ
に
す
る
こ
と
は
有
利
に
働
く
。
福
田
は
若
年
期
に
中
国

の
宋
元
風
院
体
花
鳥
画
に
範
を
と
っ
た
「
牡
丹
」、
桃
山
障
壁
画
に
倣
っ

た
「
閑
庭
待
春
」
な
ど
の
作
品
を
残
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
既
に
福
田

の
原
寸
大
志
向
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
福
田
の
後
の

代
表
作
「
新
雪
」
や
「
雨
」
な
ど
で
も
、
飛
び
石
や
瓦
は
実
物
を
髣ほ

う

髴ふ
つ

と

さ
せ
る
大
き
さ
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

６　

額
装
で
あ
る

　

こ
の
点
は
、
福
田
の
琳
派
志
向
と
無
縁
で
は
な
い
。「
漣
」
は
一
見
し

て
琳
派
の
二
曲
屏
風
の
画
面
形
態
に
倣
っ
た
も
の
と
認
識
で
き
る
。
琳
派

の
装
飾
的
な
構
図
は
画
面
の
枠
を
意
識
し
た
構
成
で
あ
る
。
福
田
は「
漣
」

を
額
装
と
す
る
こ
と
で
、
琳
派
的
構
図
を
よ
り
効
果
的
に
見
せ
て
い
る
。

日
本
画
の
画
面
形
態
は
明
治
以
降
、
日
本
人
の
生
活
様
式
の
変
化
の
な
か

で
、
襖
、
屏
風
、
軸
装
と
い
っ
た
伝
統
的
な
も
の
か
ら
、
額
装
へ
と
変
化

し
て
い
っ
た
。
同
時
に
余
白
の
あ
り
方
も
変
化
し
、
写
実
を
基
盤
に
し
な

が
ら
も
装
飾
的
な
作
風
を
も
つ
福
田
の
作
風
が
戦
後
も
引
き
続
き
高
い
評

価
を
得
た
の
も
、
額
装
を
意
識
し
た
作
風
で
あ
っ
た
こ
と
と
強
く
関
連
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

７　

水
平
線
は
画
面
上
部
外
に
設
定

８　

謹
直
な
落
款
書
体

　

水
平
線
を
画
面
上
部
外
に
設
定
し
て
い
る
こ
と
や
、
謹
直
な
落
款
書
体

に
つ
い
て
は
、
画
面
全
体
の
構
成
や
技
法
と
も
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
当
時

流
行
し
て
い
た
新
古
典
主
義
と
の
関
係
の
な
か
で
捉
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

　

一
般
的
に
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
め
に
か
け
て
完
成
さ
れ
た
新
古
典
主

義
は
、
再
興
日
本
美
術
院
の
第
二
世
代
で
あ
る
前
田
青
邨
、
小
林
古
径
、

安
田
靫
彦
、
速
水
御
舟
ら
が
大
和
絵
研
究
の
先
に
め
ざ
し
た
も
の
と
さ
れ
、

近
代
の
写
実
性
と
日
本
画
の
も
つ
伝
統
的
な
装
飾
性
を
備
え
た
上
で
の
、

観
念
的
で
精
神
性
の
高
い
境
地
を
目
指
し
た
も
の
を
指
す
。
京
都
画
壇
に

お
い
て
も
土
田
麦
僊
、
菊
池
契
月
、
徳
岡
神
泉
ら
が
そ
の
旗
手
と
さ
れ
、

福
田
も
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
「
茄
子
」（
大
分
県
立
美
術
館
蔵
）
や
「
菊
」

（
京
都
市
美
術
館
蔵
）
と
い
っ
た
新
古
典
主
義
の
作
品
を
制
作
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
新
古
典
主
義
の
特
徴
と
し
て
よ
く
指
摘
さ
れ
る
の
は
、�

明
快
な

色
調
と
構
図
、�

細
や
か
で
強
靭
な
線
描
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
伴
っ
て
表
出

さ
れ
る
理
知
的
で
感
情
を
抑
制
し
た
作
風
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
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「
漣
」
を
こ
う
し
た
新
古
典
主
義
の
作
風
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、

福
田
の
主
張
が
よ
り
明
快
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。「
漣
」
は
プ
ラ

チ
ナ
箔
の
銀
色
と
群
青
の
み
と
い
う
、
極
め
て
シ
ン
プ
ル
な
色
調
か
ら
な

り
、
図
様
も
さ
ざ
波
に
浮
か
ぶ
波
紋
の
み
と
い
う
明
快
さ
を
示
し
て
い
る
。

水
平
線
が
画
面
上
部
外
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
明
快
さ
を
際
立

た
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
「
漣
」
は
新
古
典
主
義
の
作

風
に
沿
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
背
地
に
メ
タ
リ
ッ
ク
な
素
材
を
使
用
す
る

作
品
は
、
新
古
典
主
義
の
作
品
に
は
少
な
い
が
、「
漣
」
よ
り
三
年
早
い

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
速
水
御
舟
が
発
表
し
た
「
名
樹
散
椿
」（
山

種
美
術
館
蔵
）
に
前
例
が
あ
る
。

　

ま
た
、
理
知
的
で
感
情
を
抑
制
し
た
作
風
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
写

実
に
徹
し
た
「
漣
」
の
作
風
は
正
に
合
致
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
福

田
の
落
款
書
体
は
、
大
正
末
年
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
抑
揚
の
あ
る
、

や
や
ぽ
っ
て
り
と
し
た
も
の
か
ら
、
謹
直
な
も
の
に
変
化
し
て
い
る
。�

「
漣
」
も
例
外
で
は
な
い
。
こ
れ
も
、
理
知
的
で
感
情
を
抑
制
し
た
作
風

を
意
識
し
た
う
え
で
の
福
田
な
り
の
変
化
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
「
漣
」
が
い
わ
ゆ
る
新
古
典
主
義
と
明
ら
か
に
異
な
る
点
は
、
先
に
指

摘
し
た
要
素
の
な
か
で
、
細
や
か
で
強
靭
な
線
描
の
有
無
と
い
う
点
で
あ

る
。「
漣
」
に
は
新
古
典
主
義
の
画
家
た
ち
が
使
用
し
て
い
る
よ
う
な
細

や
か
な
線
は
無
い
。
こ
こ
が
、
田
中
一
松
が
批
判
し
た
点
で
あ
り
、
同
時

に
福
田
が
こ
だ
わ
っ
た
自
己
主
張
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
先
に
記
し
た

よ
う
に
、
福
田
は
色
彩
の
人
で
あ
る
。
福
田
は
「
漣
」
制
作
に
あ
た
っ
て
、

そ
れ
を
明
快
に
追
求
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
線
は
使
用
せ
ず
、
色

彩
で
形
を
表
現
す
る
と
い
う
自
ら
が
目
指
す
作
風
の
表
明
で
あ
り
、
時
流

に
流
さ
れ
な
い
と
い
う
決
意
表
明
の
作
品
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

戦
後
、
日
本
画
革
新
が
様
々
な
形
で
行
わ
れ
、
数
多
く
の
団
体
が
結
成

さ
れ
て
い
く
な
か
で
も
、
福
田
作
品
の
新
鮮
さ
は
失
わ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
福
田
の
代
表
作
で
あ
る
「
雨
」、「
水
」
は
戦
後
の
日
本
画
壇
が

生
ん
だ
傑
作
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
生
ま
れ
た
ス
タ
ー
ト
地
点
に
「
漣
」
は

位
置
す
る
。「
漣
」
は
新
古
典
主
義
の
次
な
る
方
向
性
を
示
し
た
記
念
碑

的
作
品
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

�

註註
１　
「
大
正
の
頃
」
福
田
平
八
郎　
『
日
本
美
術
』
第
二
巻
第
五
号　

昭
和
十
八
年
五

月

註
２　
「
文
化
勲
章
の
人
々
⑴
福
田
平
八
郎　

一
作
ご
と
に
苦
し
み
」『
朝
日
新
聞
』
昭

和
三
六
年
十
月
二
〇
日
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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）
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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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参
考
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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第
一
章� �

（
一
）
仰
木
集
落
の
概
略　

　

大
津
市
北
部
、
比
叡
山
延
暦
寺
三
塔
十
六
谷
の
最
北
部
に
位
置
す
る
修

行
道
場
横よ

川か
わ

の
麓
に
「
仰
木
」
と
い
う
集
落
が
あ
る
。
そ
の
集
落
の
名
は
、

横
川
の
霊
木
を
仰
ぎ
見
る
と
い
う
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
。
す
な

わ
ち
、
仰
木
と
い
う
集
落
は
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
中
世
末
期
に
至
る
ま

で
比
叡
山
延
暦
寺
の
荘
園
と
し
て
延
暦
寺
と
深
い
関
係
を
築
き
な
が
ら
発

展
し
て
き
た
。
ま
た
、
仰
木
の
庄
の
鎮
守
社
で
あ
る
小
椋
神
社
（
旧
称
：

田
所
神
社
）
は
、『
延
喜
式
神
名
帳
』
に
記
載
さ
れ
る
滋
賀
郡
八
座
の
一

つ
で
あ
り
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
（
八
六
三
）
十
二
月
三
日
条

に
よ
る
と
、
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
、
古
く
か
ら
朝
廷
と
も
深
く
繋
が
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。（
写
真
１
）

　

仰
木
の
開
創
に
つ
い
て
は
、
近
世
後
期
に
写
さ
れ
た
『
江
州
高
日
山
由

来
』
に
よ
る
と
、
広
大
な
山
野
で
あ
っ
た
仰
木
は
か
つ
て
上
野
山
と
よ
ば

れ
、
上
野
山
宗
治
郎
と
い
う
老
翁
（
日
吉
大
宮
権
現
）
が
斧
を
持
っ
て
切

り
開
い
て
土
地
を
開
発
し
、
奥
山
に
入
っ
た
時
に
賀
太
夫
（
伽
太
夫
）
と

い
う
仰
木
の
地
主
神
と
出
会
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
仰
木
は
最
初
に
下
北
坂

本
（
下
仰
木
）
か
ら
開
発
が
始
ま
り
、
次
に
上
北
坂
本
（
上
仰
木
）、
上

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

KATO　Kenji

Title�:
The�Folk�Religion�of�Satoyama:�A�study�of�Religious�Beliefs�sur-
rounding�Jizo�Statues�in�Ogi

Summary�:�
Ogi,�a�town�at�the�foot�of�Mt.�Heiei’s�Enryakuji�Temple,�is�known�
for�its�numerous�stone�Jizo�statues.�Here�I�will�offer�an�analysis�of�
the�religious�beliefs�observed�in�Satoyama�by�examining�the�way�
in�which�such�beliefs�and�daily�life�are�intertwined�with�Mt.�Hiei.
•••••••••••••••••••••••••••••••
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北
坂
本
か
ら
辻
ヶ
下
、
下
北
坂
本
か
ら
平
尾
と
い
う
よ
う
に
順
次
開
発
さ

れ
た
と
さ
れ
る
。

　

一
方
で
、「
親
村
［
註
１
］」
と
呼
ば
れ
る
宮
座
の
共
有
文
書
・
親
村
置
文

『
仰
木
之
庄
田
所
大
明
神
親
村
由
緒
』（
写
真
２
）
に
よ
る
と
、『
江
州
高

日
山
由
来
』
で
言
う
と
こ
ろ
の
地
主
神
で
あ
る
伽
太
夫
は
、
翁
に
姿
を
変

え
た
山
王
大
師
（
比
叡
山
の
地
主
神
）
と
問
答
を
繰
り
返
し
、
最
終
的
に

こ
の
地
（
葉
広
の
郷
＝
仰
木
）
を
収
め
、
開
墾
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
と

し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
親
村
の
古
老
に
つ
た
わ
る
伝
承
に
よ
る
と
、
天

智
六
年
（
六
六
七
）、
第
三
十
八
代
天
智
天
皇
が
都
を
大
和
の
飛
鳥
か
ら

近
江
の
志
賀
に
遷
都
す
る
際
、
大
和
葛
城
山
に
住
む
伽
太
夫
と
い
う
仙
人

が
同
行
し
た
。
伽
太
夫
は
、
帝
が
住
む
都
に
近
い
場
所
に
浄
地
を
求
め
て

湖
辺
伝
い
に
北
上
し
、
現
在
の
衣
川
に
あ
っ
た
斧よ

き

垰
か
ら
山
を
見
上
げ
る

と
瑞
雲
が
た
な
び
く
神
の
お
告
げ
を
感
知
し
、
道
を
切
り
開
い
て
山
に

入
っ
た
。
そ
の
山
中
で
清
い
湧
水
が
湧
き
出
る
浄
地
を
見
つ
け
、
こ
こ
に

大
和
の
丹
生
川
上
神
社
の
下
社
か
ら
闇
龗
大
神
を
勧
請
し
て
、
滝
壺
神
社

と
し
た
。
こ
こ
が
現
在
の
上
仰
木
の
地
に
あ
た
り
、
は
じ
め
は
葉
広
の
郷

と
呼
ば
れ
た
の
だ
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
仰
木
に
は
、
二
つ
の
開
村
神
話
が
存
在
す
る
と
い
う
意
味

で
非
常
に
稀
有
な
集
落
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
神
話
も
比
叡
山
延
暦
寺
や

日
吉
大
社
の
神
仏
が
混
交
し
た
権
現
が
登
場
す
る
と
い
う
特
殊
な
物
語
が

伝
承
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
仰
木
に
暮
ら
す
人
々
は
、
平
安
京
の
遷

都
と
ほ
ぼ
同
時
に
開
か
れ
た
新
興
仏
教
宗
派
で
あ
る
天
台
宗
の
聖
地
の
麓

で
あ
る
と
い
う
こ
の
地
に
お
い
て
、
延
暦
寺
や
日
吉
大
社
と
い
う
大
き
な

宗
教
の
影
響
を
少
な
か
ら
ず
受
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
石
仏
の
集
落
「
仰
木
」

　

伽
太
夫
が
仰
木
の
先
駆
け
と
し
た
滝
壺
神
社
は
、
仰
木
地
区
の
氏
神
で

あ
る
小
椋
神
社
の
奥
宮
と
し
て
崇
拝
さ
れ
、平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）、

祠
や
周
辺
の
整
備
を
終
え
、御
鎮
座
一
三
五
〇
年
の
記
念
式
典（
式
年
祭
）

が
開
催
さ
れ
た
。（
写
真
３
）

　

滝
壺
の
水
は
、
天
神
川
と
な
っ
て
仰
木
の
集
落
を
貫
流
し
、
美
し
い
棚

田
の
景
観
で
知
ら
れ
る
田
畑
を
潤
し
て
い
る
。
古
代
か
ら
そ
の
歴
史
を
刻

む
仰
木
集
落
は
、
近
世
に
ほ
ぼ
現
在
に
近
い
集
落
が
形
成
さ
れ
、
小
椋
神

写真1：仰木の鎮守社である小椋神社（旧称：田所神社）

写真2：親村置文『仰木之庄田所大明神親村由緒』部分
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社
を
中
心
に
上
仰
木
、
辻
ケ
下
、

平
尾
、
下
仰
木
の
四
つ
の
字
に
分

か
れ
、
静
か
に
平
生
の
暮
ら
し
が

営
ま
れ
て
い
る
［
註
２
］。

　

戦
後
の
高
度
経
済
成
長
に
よ
る

変
化
も
、
こ
の
仰
木
で
は
緩
や
か

に
進
み
、
四
つ
の
集
落
で
は
、
傾

斜
が
あ
る
棚
田
で
の
米
づ
く
り
を

中
心
に
、
神
仏
を
も
と
に
し
た
年

中
行
事
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
き

た
。

　

以
後
、
農
業
の
機
械
化
を
進
め
、

生
産
力
の
向
上
を
目
指
し
て
棚
田
の
土
地
整
備
事
業
が
進
め
ら
れ
、
近
世

以
降
、傾
斜
地
に
伸
び
て
い
た
小
さ
な
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
し
た
田
圃
の
畔（
あ

ぜ
）
は
、
直
線
に
整
備
さ
れ
、
農
機
具
が
動
き
や
す
く
効
率
の
良
い
長
方

形
の
田
圃
に
改
良
さ
れ
て
い
っ
た
［
註
３
］。

　

そ
の
整
備
の
際
、
土
を
掘
り
返
す
と
多
く
の
石
仏
が
掘
り
起
こ
さ
れ
、

畝
の
袂
に
安
置
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
、
近
世
に
つ
く
ら
れ
た
石
仏
が
水
害

な
ど
で
、
土
中
に
埋
も
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ひ
と
所
に
数
十
体

も
の
石
仏
が
集
ま
る
石
仏
群
が
、
至
る
所
に
存
在
す
る
。

　

た
だ
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
掘
り
起
こ
さ
れ
た
大
量
の
石
仏
だ
け
で

な
く
、
こ
の
地
域
に
は
非
常
に
多
く
の
石
仏
が
存
在
し
、
そ
の
一
体
一
体

に
は
朝
夕
に
生
花
が
生
け
ら
れ
、
浄
水
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
石
仏
、

い
わ
ゆ
る
仏
様
は
一
体
何
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
地
に
暮
ら
す
人
々

は
、
一
様
に
「
お
地
蔵
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い
る
。
一
般
的
に
見
て
も
西
日

本
で
は
石
仏
自
体
を
総
称
し
て
「
お
地
蔵
さ
ん
」
と
認
識
し
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
阿
弥
陀
仏
や
道
祖
神
、
庚
申
さ
ん
、
そ
し
て

地
蔵
さ
ん
、
も
ち
ろ
ん
多
く
は

風
雨
に
さ
ら
さ
れ
磨
耗
が
激
し

く
姿
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い

る
も
の
も
あ
る
。（
写
真
４
）

　

こ
の
よ
う
な
仰
木
集
落
に
お

け
る
お
地
蔵
さ
ん
（
石
仏
）
に

対
す
る
信
仰
は
、
ど
の
よ
う
に

浸
透
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
必
然
性
に
つ
い
て
、
次
章
で

検
証
し
て
み
た
い
。

第
二
章　

仰
木
に
お
け
る
地
蔵
信
仰� �

（
一
）
源
信
と
『
往お
う

生じ
ょ
う

要よ
う

集し
ゅ
う』

　

地
蔵
信
仰
と
は
、
地
獄
と
極
楽
に
関
わ
る
浄
土
思
想
と
深
い
つ
な
が
り

が
あ
る
。
そ
の
浄
土
思
想
が
醸
成
さ
れ
た
の
が
仰
木
の
地
名
の
由
来
と

な
っ
た
比
叡
山
の
北
方
「
横
川
」
の
地
で
あ
る
。
横
川
は
最
澄
の
後
を
継

い
だ
慈
覚
大
師
円
仁
（
七
九
四
～
八
六
四
）
が
開
い
た
修
行
道
場
で
、
延

写真3：式典に合わせて祠や周辺の整備を終えた現在の
滝壺神社本殿

写真4：恵心僧都源信自作と伝わる六体地蔵が安置され
る地蔵堂（上仰木墓地）
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暦
寺
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る
慈
恵
大
師
良
源
（
元
三
大
師
）（
九
一
二
～

九
八
五
）
に
よ
っ
て
四
季
講
堂
（
元
三
大
師
堂
）
を
中
心
に
、
一
大
修
行

道
場
と
し
て
発
展
し
た
。

　

そ
し
て
、
そ
の
横
川
で
浄
土
思
想
を
ま
と
め
、
わ
か
り
や
す
く
日
本
全

土
に
発
信
し
た
の
が
、
良
源
の
高
弟
の
一
人
で
あ
る
恵
心
僧
都
源
信

（
九
四
二
～
一
〇
一
七
）
で
あ
る
。
源
信
は
、
寛
和
元
年
（
九
八
五
）、

横
川
の
恵
心
堂
で
『
往
生
要
集
』
を
執
筆
し
、
浄
土
関
係
の
仏
説
や
諸
論
、

経
典
か
ら
、地
獄
や
極
楽
浄
土
に
関
す
る
記
事
を
拾
い
集
め
、「
厭お

ん

離り

穢え

土ど

」

「
欣ご

ん

求ぐ

浄じ
ょ
う

土ど

」［
註
４
］
を
訴
え
た
。
全
一
〇
章
の
中
で
も
、
第
一
章
「
厭

離
穢
土
」、
に
語
ら
れ
た
「
六
道
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
・
人
間
・

天
）」
と
い
う
魂
が
転
生
す
る
と
い
う
六
つ
の
世
界
の
解
説
に
重
き
が
置

か
れ
、
特
に
「
地
獄
」
の
記
述
に
お
い
て
、
源
信
は
全
身
全
霊
を
注
い
だ

と
思
わ
れ
る
。

　

源
信
は
、
伝
統
的
保
守
的
仏
教
の
教
義
書
と
し
て
知
ら
れ
る
『
倶く

舎し
ゃ

論ろ
ん

』

に
従
っ
て
、
等と

う

活か
つ

、
黒こ
く

縄じ
ょ
う、

衆し
ゅ

合ご
う

、
叫
き
ょ
う

喚か
ん

、
大
叫
喚
、
焦
し
ょ
う

熱ね
つ

、
大
焦
熱
、

阿あ

鼻び

の
八
大
地
獄
か
ら
書
き
始
め
、
凄
惨
な
る
地
獄
の
恐
ろ
し
さ
を
文
字

で
表
現
し
た
。
源
信
が
描
い
た
恐
ろ
し
い
地
獄
絵
巻
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
、

文
字
通
り
「
六
道
絵
」
や
「
地
獄
絵
」
な
ど
の
絵
画
と
し
て
描
か
れ
る
よ

う
に
な
り
、
文
字
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
一
般
庶
民
に
ま
で
そ
の
恐
ろ

し
さ
が
広
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
『
往
生
要
集
』
に
は
、
こ
の
よ
う
な
地
獄
の
恐
ろ
し
さ
だ

け
で
な
く
、
ど
う
す
れ
ば
地
獄
で
な
く
、
極
楽
へ
行
け
る
の
か
と
い
う
方

便
も
書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
阿
弥
陀
仏
の
世
界
で
あ
る
極
楽
浄
土

の
素
晴
ら
し
さ
を
紹
介
し
な
が
ら
、
具
体
的
に
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い

う
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
や
阿
弥
陀
仏
を
観
想
す
る
こ
と
な
ど
が
説
か
れ
、

極
楽
へ
行
く
た
め
の
方
法
が
様
々
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）『
往
生
要
集
』
に
登
場
す
る
地
蔵
菩
薩

　

そ
の
方
便
の
中
に
、
地
蔵
菩
薩
が
登
場
す
る
。『
往
生
要
集
』「
第
二
欣

求
浄
土
」
の
「
七
・
聖
衆
倶
会
の
楽
」
の
中
で
源
信
は
、
地
蔵
菩
薩
が
地

獄
で
の
苦
し
み
を
抜
く
「
地
獄
抜
苦
」
を
『
十
輪
経
』
か
ら
引
用
し
て
紹

介
し
て
い
る
。
横
川
に
お
け
る
源
信
や
そ
の
師
良
源
の
時
代
は
、
上
級
貴

族
社
会
の
元
に
こ
の
信
仰
が
広
が
り
、『
左
経
記
』［
註
５
］
の
記
録
か
ら
、

良
源
が
始
め
た
地
蔵
講
が
横
川
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
代
は
、
阿
弥
陀
如
来
と
共
に
、
観
音
菩
薩
や
勢

至
菩
薩
ら
と
並
ん
で
地
蔵
菩
薩
が
存
在
し
、
地
蔵
菩
薩
が
独
立
し
た
形
で

信
仰
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

速
水
侑
氏
の
論
考「
日
本
古
代
貴
族
社
会
に
お
け
る
地
蔵
信
仰
の
展
開
」

に
よ
る
と
、

　
「
院
政
期
に
入
り
、
天
台
教
団
の
頽
廃
が
顕
著
と
な
る
に
つ
れ
、
源
信

の
法
流
に
連
な
る
横
川
浄
土
教
家
（
地
蔵
説
話
に
現
れ
る
僧
侶
等
）
達
は
、

山
を
離
れ
、
別
所
に
隠
棲
し
、
あ
る
い
は
京
洛
に
出
て
布
教
し
、
貴
賎
の

帰
依
を
集
め
た
。
横
川
浄
土
教
の
地
蔵
信
仰
は
、
地
蔵
説
話
と
横
川
浄
土

教
家
の
関
係
か
ら
推
察
さ
れ
る
如
く
、
お
そ
ら
く
は
彼
等
に
よ
っ
て
、
地

蔵
講
・
地
蔵
会
等
を
通
じ
て
、
民
衆
の
間
に
広
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
院
政

期
の
民
間
地
蔵
信
仰
は
、
一
面
に
お
い
て
、
貴
族
社
会
地
蔵
信
仰
（
こ
と
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に
横
川
地
蔵
信
仰
）
の
民
間
下
降
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
」
と
述
べ
、
良
源
や
源
信
が
亡
く
な
っ
た
後
、
横
川
の
宗
教
活
動
が

世
俗
化
し
、
浄
土
の
教
え
を
訴
え
る
僧
侶
た
ち
が
、
山
を
降
り
て
喜
捨
を

募
っ
て
活
発
化
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
山
の
上
で
あ
る
横
川
に
あ
っ
た
地
蔵
信
仰
は
、

あ
く
ま
で
も
上
級
貴
族
に
支
え
ら
れ
、
阿
弥
陀
仏
に
従
属
し
た
形
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
山
を
降
り
て
、
民
間
に
浸
透
し
た
地
蔵
信
仰
は
、
阿
弥
陀

仏
か
ら
完
全
に
独
立
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

速
水
氏
は
、論
考
の
中
で
当
時
の
仏
教
説
話
集
の
代
表
と
も
言
え
る『
今

昔
物
語
集
』
に
、
地
獄
蘇
生
譚
、
す
な
わ
ち
地
獄
に
落
ち
た
人
た
ち
が
、

何
ら
か
の
事
情
（
経
典
の
写
経
や
、仏
に
祈
る
な
ど
の
作
善
行
為
）
に
よ
っ

て
罪
を
許
さ
れ
、
世
に
蘇
生
す
る
と
い
う
説
話
の
中
で
、
特
に
地
蔵
菩
薩

が
登
場
す
る
説
話
が
極
端
に
多
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
三
）
地
蔵
菩
薩
が
登
場
す
る
仏
教
説
話

　

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
説
話
が
『
今
昔
物
語
集
』
で
語
ら
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
特
に
興
味
深
い
も
の
を
紹
介
し
て
み
る
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
七
「
三
井
寺
浄
照
依
地
蔵
助
得
活
語
第

十
九
」
に
、
三
井
寺
の
浄
照
と
い
う
僧
侶
の
蘇
生
譚
が
あ
る
。
浄
照
が
、

十
二
、三
歳
ば
か
り
の
頃
、
他
の
子
供
と
遊
ん
で
い
た
時
に
、
戯
れ
に
自

分
の
手
で
地
蔵
菩
薩
を
彫
っ
て
、
遊
び
で
花
を
供
え
た
り
、
僧
侶
の
真
似

を
し
て
供
養
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
。
そ
の
仏
像
は
、
い
つ
し
か

忘
れ
去
ら
れ
、
堂
の
隅
に
置
き
去
り
に
な
っ
た
ま
ま
、
や
が
て
浄
照
は
出

家
し
て
い
つ
し
か
尊
い
僧
侶
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
三
十
歳
を
過
ぎ
た
時
、

病
に
か
か
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

　

す
る
と
恐
ろ
し
い
地
獄
の
使
者
が
迎
え
に
来
て
、
地
獄
に
連
れ
て
行
く
。

地
獄
で
は
多
く
の
罪
人
が
泣
き
叫
び
な
が
ら
激
し
い
苦
し
み
を
受
け
て
い

る
。
こ
の
地
獄
か
ら
抜
け
出
し
た
い
と
願
っ
た
時
、
小
さ
な
僧
が
現
れ
、

自
分
は
、
か
つ
て
浄
照
が
つ
く
っ
た
地
蔵
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
。
あ
く
ま

で
も
浄
照
が
戯
れ
に
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
地

蔵
菩
薩
と
浄
照
に
縁
が
結
ば
れ
、
生
前
か
ら
ず
っ
と
守
っ
て
き
た
の
だ
と

い
う
。ち
ょ
っ
と
の
隙
に
、地
獄
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
か
ら
と
言
っ

て
、
閻
魔
大
王
の
前
に
行
き
、
浄
照
の
罪
を
許
し
て
も
ら
え
る
よ
う
訴
え

た
。
浄
照
は
涙
を
流
し
て
喜
ん
だ
途
端
、
蘇
生
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、

地
蔵
菩
薩
を
厚
く
信
仰
し
、
高
僧
と
な
っ
て
生
涯
を
全
う
し
た
と
い
う
。

　

も
う
一
つ
は
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
七
「
聊
敬
地
蔵
菩
薩
得
活
人

語
第
二
十
四
」
で
あ
る
。
主
人
公
は
清
和
源
氏
の
祖
で
勇
猛
な
武
将
と
し

て
知
ら
れ
る
源
満
仲
の
郎
等
（
家
来
）
で
あ
る
。
こ
の
郎
等
は
、
猛
々
し

い
気
性
の
男
で
、
生
き
物
を
殺
す
こ
と
を
日
常
の
生
業
と
し
て
、
善
根
を

す
る
こ
と
も
全
く
な
か
っ
た
。
あ
る
時
、
広
い
野
原
で
鹿
狩
り
の
途
中
、

一
頭
の
鹿
を
追
い
か
け
て
馬
を
走
ら
せ
て
い
た
。
あ
る
寺
の
前
を
通
過
し

た
時
、
馬
を
走
ら
せ
な
が
ら
一
瞬
寺
の
中
を
覗
く
と
、
お
堂
の
中
に
地
蔵

菩
薩
の
像
が
立
っ
て
い
た
。
郎
等
は
こ
れ
を
見
て
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
敬

い
心
を
起
こ
し
、
左
の
手
で
笠
を
脱
い
で
、
そ
れ
だ
け
で
そ
の
場
を
駈
け

去
っ
た
。

　

そ
の
後
、
郎
等
は
病
に
か
か
り
、
つ
い
に
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
ふ
と
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気
づ
く
と
閻
魔
大
王
の
前
に
い
て
、
自
分
の
罪
状
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

周
り
に
は
、
極
悪
人
た
ち
が
獄
卒
の
激
し
い
責
め
を
受
け
て
い
る
。
そ
の

恐
ろ
し
い
光
景
を
眺
め
な
が
ら
郎
等
は
な
ん
と
か
救
わ
れ
る
方
法
は
な
い

の
か
と
嘆
い
て
い
た
。
す
る
と
そ
の
前
に
小
僧
が
現
れ
た
。
そ
の
小
僧
が

言
う
に
は
、
自
分
は
郎
等
が
一
瞬
敬
い
心
を
起
こ
し
て
笠
を
と
っ
て
見
た

地
蔵
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
。
あ
な
た
は
極
め
て
重
い
罪
を
背
負
っ
て
い
る

が
、
一
瞬
で
あ
っ
て
も
私
を
敬
う
心
を
持
っ
た
の
で
、
是
非
と
も
こ
の
地

獄
か
ら
助
け
た
い
と
思
う
と
い
う
。

　

郎
等
は
あ
り
が
た
く
思
い
、
必
死
で
こ
の
小
僧
を
拝
ん
だ
瞬
間
、
蘇
生

し
た
。
郎
等
は
妻
に
こ
の
話
を
し
て
心
を
入
れ
替
え
、
以
後
一
切
の
殺
生

を
や
め
、
地
蔵
菩
薩
は
か
り
そ
め
に
も
敬
う
心
を
持
っ
た
人
で
す
ら
救
っ

て
く
だ
さ
る
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
や
心
を
込
め
て
長
年
祈
念
し
続
け
れ
ば
、

必
ず
救
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
間
違
い
な
い
。
人
々
は
こ
の
話
を
聞
い
て
、

専
心
に
地
蔵
菩
薩
に
お
仕
え
す
べ
き
で
あ
る
と
、
語
り
継
が
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
。

（
四
）
民
間
に
広
ま
る
地
蔵
信
仰

　

源
信
の
『
往
生
要
集
』
に
曰
く
は
、
日
常
的
に
阿
弥
陀
仏
を
熱
心
に
拝

ん
で
い
る
も
の
は
、
死
後
六
道
輪
廻
転
生
か
ら
逃
れ
、
極
楽
浄
土
へ
生
ま

れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
蔵
菩
薩
に
関
す
る
こ

れ
ら
の
説
話
は
、
本
来
、
日
常
的
に
神
仏
を
厚
く
信
仰
し
て
い
た
善
人
が
、

救
わ
れ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
で
き
ず
に
地
獄
に
落
ち
て
し
ま
っ

た
罪
人
を
地
蔵
菩
薩
が
救
う
話
で
あ
る
。
そ
れ
も
興
味
深
い
の
は
、
生
前
、

一
生
懸
命
地
蔵
菩
薩
を
信
仰
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
ほ
ん
の
一
瞬
、
地

蔵
菩
薩
を
拝
ん
だ
、
あ
る
い
は
、
戯
れ
に
地
蔵
菩
薩
を
彫
っ
た
な
ど
、

ち
ょ
っ
と
し
た
縁
に
よ
っ
て
地
獄
か
ら
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
上
級
貴
族
は
、
日
常
的
に
作
善
が
行
え
る
が
、
庶
民
は
、
生
ま

れ
て
そ
れ
ま
で
の
年
月
に
仏
教
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
既
に
殺
生
な

ど
仏
門
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
前
提
が
あ
る
。

こ
の
庶
民
の
心
を
救
う
に
は
、
地
獄
に
一
旦
落
ち
て
も
救
っ
て
く
れ
る
地

蔵
菩
薩
を
独
立
さ
せ
て
信
仰
す
る
必
然
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。

　

中
世
初
期
に
は
こ
の
よ
う
な
仏
教
説
話
が
、
横
川
か
ら
降
り
て
き
た
浄

土
教
家
で
あ
る
僧
侶
た
ち
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
既
に
殺
生
を
し
て
い
る
罪

悪
人
の
心
を
救
い
、
作
善
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
を
し
な
が
ら
、
僧
侶
は
信

仰
を
広
め
生
業
を
続
け
た
と
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

先
述
の
通
り
、
仰
木
集
落
は
、
浄
土
教
が
発
祥
し
た
横
川
の
麓
に
あ
る
。

全
国
に
先
駆
け
て
地
蔵
信
仰
が
民
衆
に
降
り
て
き
た
場
所
で
あ
る
こ
と
に

間
違
い
は
な
い
。
お
そ
ら
く
早
く
か
ら
、
仰
木
集
落
に
地
蔵
講
や
地
蔵
会

な
ど
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
伴
っ
て
石
仏
も
誕
生
し
て

い
っ
た
と
考
え
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。（
写
真
５-

１
～
５-

３
）

　

次
章
で
は
、
現
在
仰
木
の
石
仏
に
注
目
し
て
い
る
人
々
や
、
今
も
仰
木

に
暮
ら
す
人
々
が
ど
の
よ
う
に
地
蔵
菩
薩
と
触
れ
合
っ
て
い
る
の
か
を
検

証
し
て
み
た
い
と
思
う
。
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第
三
章　

仰
木
に
見
ら
れ
る
民
間
信
仰
の
か
た
ち� �

（
一
）
地
蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
取
り
組
み

　

こ
の
仰
木
の
地
に
多
数
点
在
す
る
「
お
地
蔵
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
石
仏

群
に
注
目
し
た
人
た
ち
が
い
る
。
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）
に
、「
地

蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
名
付
け
ら
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
が
発
足
し

た
。
メ
ン
バ
ー
は
、
当
時
の
成
安
造
形
大
学
の
教
職
員
と
学
生
や
卒
業
生

な
ど
で
構
成
さ
れ
、
石
仏
群
が
散
在
す
る
仰
木
地
区
と
、
隣
接
す
る
新
興

住
宅
街
の
「
仰
木
の
里
」
も
含
め
た
地
域
を
調
査
す
る
と
こ
と
か
ら
活
動

は
始
ま
っ
た
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
発
足
の
き
っ
か
け
は
、
当
時
か
ら
、
こ
の
仰
木
地
区
に

ア
ト
リ
エ
を
持
ち
、
人
と
自
然
が
共
生
す
る
空
間
が
「
里
山
」
で
あ
る
と

定
義
づ
け
、
仰
木
の
「
里
山
」
を
、
作
品
を
通
し
て
世
界
に
発
信
し
た
写

真
家
の
今
森
光
彦
氏
（
現
在
成
安
造
形
大
学
客
員
教
授
）
の
気
づ
き
に
よ

る
。
今
森
氏
は
、
こ
の
里
山
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
写
真
作
品
を
撮
影
す
る
中

で
、
被
写
体
の
一
つ
で
あ
る
石
仏
に
興
味
を
持
た
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
当

時
の
成
安
造
形
大
学
の
教
員
と
、
集
落
の
ど
こ
に
ど
の
く
ら
い
の
石
仏
が

あ
る
の
か
を
調
べ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。（
写
真
６
）

　

現
在
、
地
蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
代
表
を
務
め
る
の
は
、
谷
本
研
氏
（
成

安
造
形
大
学
助
教
）。
谷
本
氏
が
地
蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
合
流
し
た
の
は

発
足
か
ら
二
年
後
の
平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
）
で
、
す
で
に
ひ
と
通
り

の
調
査
が
終
了
し
て
い
た
が
、
そ
の
石
仏
調
査
の
結
果
を
、
ど
の
よ
う
に

整
理
し
て
ま
と
め
、
広
く
世
の
中
に
発
信
す
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
の
お

写真5-1：辻ヶ下真迎寺飛地境内地蔵堂　撮影：大原歩

写真5-3：地蔵堂では今もなお地蔵講に関連する行事が
行なわれている 撮影：大原歩

写真5-2：辻ヶ下真迎寺飛地境内地蔵堂  国重要文化
財木造地蔵菩薩立像が安置されている。
撮影：大原歩
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手
伝
い
か
ら
関
わ
り
始
め
た
。

　

は
じ
め
は
、「
も
の
づ
く
り
の
立
場
で
、
何
が
で
き
る
だ
ろ
う
」

と
悩
ん
だ
が
、
仰
木
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
に
入
り
、
み
ん
な
で
話
し

合
い
な
が
ら
意
見
を
出
し
合
っ
た
。

　

こ
の
年
に
、「
お
地
蔵
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
多
く
の
石
仏
を
、
老

若
男
女
を
問
わ
ず
、
幅
広
い
世
代
の
人
々
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う

た
め
、
硬
い
論
文
や
報
告
書
で
は
な
く
、
石
仏
の
写
真
等
が
カ
ー
ド

と
マ
ッ
プ
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。「
地
蔵
Ｃ
ａ
ｒ
ｄ
ｓ
」
と
名
付

け
ら
れ
た
カ
ー
ド
は
、
ト
ラ
ン
プ
ゲ
ー
ム
の
カ
ー
ド
に
な
ぞ
ら
え
て
、

四
種
（
上
仰
木
♠
、
辻
ケ
下
♦
、
平
尾
♣
、
下
仰
木
♥
）
に
分
け
ら

れ
、
無
数
に
点
在
す
る
石
仏
か
ら
各
地
域
十
三
ヶ
所
ず
つ
を
厳
選
し
、

合
計
五
十
二
枚
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
当
初
、
カ
ー
ド
は
地
域
の
地
蔵

盆
で
ふ
る
ま
わ
れ
る
お
下
が
り
の
お
菓
子
に
潜
ま
せ
て
配
布
さ
れ
た

り
、
マ
ッ
プ
と
全
種
類
の
カ
ー
ド
を
セ
ッ
ト
に
し
、
地
蔵
盆
に
お
け

る
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
な
ど
の
景
品
と
し
て
地
域
住
民
の
手
に
渡
っ
た
。

各
カ
ー
ド
の
表
は
、
名
前
が
付
け
ら
れ
た
石
仏
（
お
地
蔵
さ
ん
）
の

写
真
で
あ
り
、
裏
面
は
マ
ッ
プ
の
位
置
と
対
象
と
な
る
石
仏
に
関
す

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。（
写
真
７-

１
～
７-

３
）

　

同
時
に
仰
木
の
立
体
地
図
の
制
作
が
始
ま
り
、
ま
た
、
天
社
門
と

辻
ヶ
下
地
区
の
夏
の
地
蔵
盆
行
事
に
参
加
し
て
、
地
域
の
人
々
と
と

も
に
手
作
り
し
た
ラ
ン
タ
ン
に
よ
る
灯
り
の
演
出
。
平
成
十
五
年

（
二
〇
〇
三
）、
圃
場
整
備
さ
れ
た
か
つ
て
の
棚
田
に
お
け
る
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
伝
統
打
楽
器
「
ガ
ム
ラ
ン
」
と
地
域
の
小
学
生
た
ち

写真6：仰木集落内で地蔵プロジェクトが聞き取り調
査をしている様子　提供：地蔵プロジェクト

写真7-1：地蔵Map　提供：地蔵プロジェクト

写真7-3：地蔵カード　提供：地蔵プロジェクト

写真7-2：辻ヶ下の地蔵堂でお下がりのお菓子に地蔵
カードを入れている様子　提供：地蔵プロ
ジェクト
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に
よ
る
仰
木
太
鼓
と
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
・
コ
ン
サ
ー
ト
の
開
催
。
平
成
十
七

年
（
二
〇
〇
五
）、
辻
の
お
大
師
さ
ん
で
知
ら
れ
る
辻
ヶ
下
の
真
迎
寺
で

の
元
三
大
師
の
誕
生
会
に
合
わ
せ
た
「
豆
大
師
」
に
ち
な
ん
だ
プ
ラ
板
づ

く
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
。
そ
し
て
、
平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）

十
月
に
は
、
地
域
の
氏
神
で
あ
る
小
椋
神
社
鎮
座
千
百
五
十
年
祭
に
ち
な

ん
で
、
仰
木
太
鼓
会
館
と
小
椋
神
社
の
境
内
に
お
い
て
「
仰
木
一
〇
〇
〇

年
の
く
ら
し
博
覧
会
」
を
開
催
し
た
。

　

地
蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
地
蔵
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
仰
木
集
落
の
自

然
環
境
や
歴
史
、
文
化
、
信
仰
、
そ
し
て
人
々
の
暮
ら
し
に
関
わ
り
な
が

ら
、
地
域
の
人
々
を
巻
き
込
み
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
て
き
た
。

　

現
在
も
地
蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
核
を
担
っ
て
活
動
す
る
谷
本
氏
は
、

仰
木
の
石
仏
や
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
と
接
す
る
中
で
、
多
く
の
魅
力
を

感
じ
て
き
た
と
い
う
。

　

棚
田
の
風
景
の
中
で
、
自
然
と
共
に
暮
ら
す
人
々
は
、
仏
教
や
神
道
と

い
う
宗
派
や
教
義
な
ど
の
形
式
に
こ
だ
わ
ら
な
い
包
容
力
が
あ
り
、
常
に

神
仏
に
祈
り
を
込
め
、
そ
の
ご
加
護
と
し
て
の
自
然
の
恵
み
に
感
謝
し
て

い
る
。
こ
の
空
間
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
畏
敬
の
念
を
持
っ
て
日
常

を
過
ご
す
と
い
う
生
活
ス
タ
イ
ル
は
、
谷
本
氏
た
ち
地
蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
新
鮮
に
う
つ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

辻
ヶ
下
の
地
蔵
盆
の
行
事
に
参
加
し
た
時
は
、
地
蔵
盆
は
単
な
る
イ
ベ

ン
ト
じ
ゃ
な
い
と
教
え
ら
れ
た
。
地
蔵
堂
に
祀
ら
れ
る
お
地
蔵
さ
ん
の
前

に
皆
が
集
ま
る
。
賑
や
か
に
楽
し
ん
で
構
わ
な
い
が
、
年
に
一
度
の
ご
開

帳
で
あ
る
お
地
蔵
さ
ん
の
前
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
。
そ

の
年
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
（
赤
ち
ゃ
ん
）
の
写
真
を
展
示
す
る
ス
ペ
ー
ス

も
用
意
さ
れ
て
お
り
、
谷
本
氏
自
身
の
子
供
も
誕
生
し
た
年
に
紹
介
し
て

も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
お
盆
行
事
の
終
了
後
に
「
盆
た
た
き
」
と
い
う

い
わ
ゆ
る
「
直
会
（
な
お
ら
い
）」
に
入
れ
て
も
ら
い
、
自
治
会
の
役
員

さ
ん
た
ち
と
交
流
す
る
中
で
、

集
落
の
深
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

の
存
在
も
知
っ
た
。（
写
真
８
）

　

集
落
や
田
畑
の
畔
（
あ
ぜ
）

に
点
在
す
る
石
仏
に
感
謝
し
な

が
ら
暮
ら
す
仰
木
と
い
う
地
域

に
入
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、

い
わ
ゆ
る
都
市
生
活
の
中
で
は

感
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
日
本

文
化
の
精
神
性
の
よ
う
な
も
の

を
肌
で
感
じ
て
い
る
と
谷
本
氏

は
語
っ
て
く
れ
た
。

　（
二
）
中
井
家
の
信
仰

　

仰
木
の
四
箇
村
（
上
仰
木
、
辻
ヶ
下
、
平
尾
、
下
仰
木
）
に
は
、
か
つ

て
比
叡
山
中
や
小
椋
神
社
の
神
宮
寺
に
存
在
し
た
木
造
の
仏
様
が
、
集
落

内
の
寺
院
の
飛
地
境
内
に
あ
る
お
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
辻
ヶ

下
集
落
で
は
、
平
安
後
期
の
作
風
を
残
し
た
鎌
倉
前
期
に
制
作
さ
れ
た
と

い
う
木
造
地
蔵
菩
薩
立
像
（
国
重
要
文
化
財
）
が
真
迎
寺
の
飛
地
境
内
の

写真8：辻ヶ下の地蔵盆で地蔵プロジェクトが担当した
ビンゴゲームの様子　提供：地蔵プロジェクト
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地
蔵
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
地
蔵
さ
ま
を
地
域
の
人
々
と
と
も
に

お
守
り
さ
れ
て
い
る
中
井
徹
さ
ん
と
い
う
方
が
お
ら
れ
、
こ
の
地
に
お
け

る
信
仰
に
つ
い
て
お
話
を
聞
い
た
。

　

中
井
さ
ん
は
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
に
仰
木
生
ま
れ
。
高
校
卒
業

後
、
大
手
音
響
機
器
メ
ー
カ
ー
に
就
職
さ
れ
、
神
奈
川
県
横
浜
市
へ
。
昭

和
四
十
二
年
に
京
都
支
店
に
転
勤
を
申
し
入
れ
、
実
家
に
戻
り
、
昭
和

四
十
六
年
、
二
十
八
歳
の
時
に
結
婚
、
三
児
の
父
と
な
る
。

昭
和
五
十
一
年
九
月
に
、
食
道
に
腫
瘍
が
発
見
さ
れ
、
十
月
に
手
術
は
成

功
し
、
無
事
摘
出
。
昭
和
六
十
一
年
に
再
び
神
奈
川
県
へ
転
勤
。
家
族
で

横
浜
に
居
住
。
平
成
十
年
に
会
社
を
五
十
五
歳
で
早
期
退
職
。
仰
木
に�

帰
っ
て
く
る
。

　

退
職
後
は
、
平
成
十
一
年
に
仰
木
小
椋
神
社
氏
子
総
代
年
番
取
締
り
、

平
成
十
四
年
か
ら
二
十
二
年
ま
で
上
仰
木
土
地
改
良
区
事
務
局
長
、
そ
の

後
、
森
林
組
合
事
務
局
長
、
真
迎
寺
檀
家
総
代
、
仰
木
地
区
活
性
化
委
員

会
事
務
局
長
な
ど
仰
木
集
落
に
お
い
て
、
様
々
な
取
り
組
み
を
さ
れ
、
現

在
に
至
る
。
七
十
四
歳
。

　

激
動
の
人
生
の
中
、
中
井
さ
ん
は
、
仰
木
の
風
習
や
信
仰
に
学
ぶ
と
こ

ろ
が
非
常
に
多
く
あ
っ
た
と
い
う
。
幼
少
期
の
思
い
出
に
、
近
隣
で
大
峰

修
験
の
山
伏
の
方
が
お
ら
れ
、
そ
の
熱
心
な
信
仰
の
姿
を
不
思
議
に
思
い

な
が
ら
も
、
い
つ
も
自
然
物
や
神
仏
に
祈
り
を
捧
げ
る
暮
ら
し
を
眺
め
て

い
た
。

　

ま
た
、
こ
の
中
井
家
は
、
親
村
（
し
ん
む
ら
）
と
呼
ば
れ
る
宮
座
の
座

衆
の
一
員
で
あ
り
、
小
椋
神
社
に
関
係
す
る
様
々
な
儀
礼
祭
式
に
関
わ
る
。

そ
こ
に
は
、
儀
礼
を
執
り
行
う
長
老［
註
６
］
が
お
ら
れ
、
そ
の
長
老
の
威

厳
は
大
き
く
、
集
落
の
し
き
た
り
や
、
生
活
の
知
恵
な
ど
を
日
常
的
に
教

え
て
い
た
だ
い
た
。
時
に
は
厳
し
く
叱
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
良
い
意
味

で
怖
い
存
在
で
も
あ
っ
た
。

　

他
に
、
中
井
家
は
複
数
の
「
講
」
に
所
属
し
て
い
る
。「
愛
宕
講
」「
薬

師
講
」「
行
者
講
」「
大
師
講
」「
山
の
神
講
」「
地
蔵
講
」
な
ど
が
あ
り
、

各
講
の
講
員
数
は
、
数
人
か
ら
十
数
人
と
ま
ち
ま
ち
で
、
講
員
の
顔
ぶ
れ

は
、
講
に
よ
っ
て
異
な
る
。
講
は
毎
月
行
わ
れ
る
も
の
、
年
に
数
回
行
わ

れ
る
も
の
な
ど
が
あ
り
、
講
の
内
容
は
、
概
ね
、
当
番
の
家
に
集
ま
っ
て

講
に
関
す
る
掛
け
軸
を
掲
げ
、
経
文
を
唱
え
、
会
食
す
る
と
い
う
形
式
が

多
い
。

　

中
で
も
、「
地
蔵
講
」
は
、
国
重
要
文
化
財
の
木
造
地
蔵
菩
薩
立
像
を

お
守
り
す
る
最
も
重
要
な
役
割
が
あ
り
、
か
つ
て
は
中
井
家
を
含
む
四
家

が
担
っ
て
き
た
。
現
在
は
、
中
井
家
の
み
が
地
蔵
堂
の
お
世
話
を
引
き
継

い
で
い
る
。
現
在
、
地
蔵
堂
の
地
蔵
菩
薩
に
関
連
す
る
行
事
は
、
辻
ヶ
下

自
治
会
員
と
真
迎
寺
の
檀
家
衆［
註
７
］
の
年
中
行
事
と
し
て
、
一
月
二
十�

三
日
の
地
蔵
汁
講
（
新
年
会
）、
八
月
二
十
三
日
に
近
い
土
日
に
行
わ
れ

る
地
蔵
講
（
地
蔵
盆
）、
十
一
月
十
四
日
の
十
夜
念
仏
（
数
珠
繰
り
）
が

行
な
わ
れ
て
い
る
。（
写
真
９
・
10
）

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
中
井
家
は
、
集
落
の
中
で
様
々
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
に
所
属
し
、
多
く
の
人
と
つ
な
が
り
、
そ
の
中
心
に
は
神
仏
が
存

在
す
る
。
中
井
さ
ん
は
こ
の
よ
う
な
地
域
社
会
で
成
長
し
、
多
く
の
こ
と

を
学
ん
だ
の
だ
と
語
る
。
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関
東
で
、
大
企
業
の
社
長
室
直
属
の
機
器
の
買
い
付
け
を
担
当
し
た
時

は
、
多
く
の
他
社
の
役
職
者
と
会
い
、
様
々
な
交
渉
ご
と
を
行
う
の
で
あ

る
が
、
少
年
期
に
家
に
出
入
り
す
る
長
老
や
講
員
の
人
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
い
ろ
ん
な
意
味
で
役
に
立
っ
た
と
い
う
。
目
上
の
人
か

ら
多
く
の
話
を
聞
い
て
、
そ
れ
を
大
切
に
思
っ
て
、
自
分
の
力
に
し
て
い

く
と
い
う
「
人
間
信
仰
」
の
よ
う
な
も
の
は
、
仰
木
辻
ヶ
下
集
落
で
長
老

ら
に
揉
ま
れ
て
育
ま
れ
た
と
熱
く
語
ら
れ
た
。

　

そ
し
て
、
中
井
さ
ん
の
前
半
の
人
生
で
最
も
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
、

大
手
術
の
時
は
、
必
死
で
神
仏
に
祈
っ
た
と
い
う
。
比
叡
山
横
川
の
元
三

大
師
堂
に
何
度
も
登
り
、
不
動
明
王
や
厄
除
け
の
角
大
師
に
お
参
り
し
、

東
大
阪
の
石
切
不
動
で
お
百
度
詣
り
も
し
た
。
そ
し
て
、
お
守
り
を
し
て

い
る
地
蔵
堂
の
お
地
蔵
さ
ん
、
家

の
庭
に
佇
む
お
地
蔵
さ
ん
（
複
数

の
石
仏
）
に
毎
日
祈
っ
た
。
科
学

の
力
で
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ

と
。
三
人
の
小
さ
な
子
供
を
残
し

て
倒
れ
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
熱

心
に
祈
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

京
都
大
学
医
学
部
の
名
医
と
の
出

会
い
が
あ
り
、
そ
の
方
の
お
か
げ

で
綺
麗
に
腫
瘍
は
取
り
除
か
れ
、

今
が
あ
る
と
の
こ
と
。（
写
真
11
）

　

最
終
的
に
は
、
科
学
（
医
学
）

写真11：中井家の庭に安置されるお地蔵さん（石仏）

写真9：中井家にある地蔵菩薩関連のお経　日常
的に地蔵菩薩に唱える経本

写真10：四名の地蔵講の講員の名前が記される木
箱の蓋
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の
力
が
生
命
を
救
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
腫
瘍
が
発
見
さ
れ
た
時
、

傍
に
お
地
蔵
さ
ん
が
い
な
か
っ
た
ら
、
間
違
い
な
く
心
が
折
れ
て
い
た
と

い
う
。
お
地
蔵
さ
ん
が
お
ら
れ
な
か
っ
た
ら
、
精
神
的
に
自
分
も
、
妻
も

持
た
な
か
っ
た
と
中
井
さ
ん
は
語
っ
て
く
れ
た
。

ま
と
め� �

　

仰
木
集
落
は
、
日
本
浄
土
信
仰
の
発
祥
の
地
横
川
の
麓
に
位
置
し
、
山

上
の
僧
侶
の
修
行
を
支
え
、
仏
門
に
帰
依
し
な
が
ら
比
叡
山
と
深
い
関
係

を
つ
な
い
で
き
た
。

　

今
回
の
論
考
で
は
、
そ
の
仰
木
に
多
く
見
ら
れ
る
石
仏
と
地
蔵
菩
薩
に

つ
い
て
の
信
仰
を
改
め
て
考
え
て
み
た
。
平
安
時
代
後
期
、
横
川
で
は
、

高
僧
た
ち
が
極
楽
浄
土
と
阿
弥
陀
仏
を
中
心
と
す
る
信
仰
を
発
信
し
、
京

の
都
の
貴
族
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
鎌
倉
時
代
以
降
、
阿
弥
陀
仏
や
周

辺
の
諸
菩
薩
か
ら
地
蔵
菩
薩
が
独
立
し
て
民
衆
に
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
流
れ
が
見
え
て
き
た
。
地
獄
の
苦
し
み
を
抜
く
（
地
獄
抜
苦
）
と
い
う

地
蔵
菩
薩
の
役
割
が
、
無
知
な
る
故
に
作
善
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
地

獄
へ
落
ち
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
庶
民
に
積
極
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
今
も
な
お
そ
の
地
蔵
菩
薩
（
石
仏
）
が
人
々
の
心
を
救
う
役

割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
、
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

地
蔵
菩
薩
の
役
割
は
地
獄
抜
苦
で
あ
る
。
地
獄
抜
苦
と
は
、
六
道
輪
廻

転
生
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
・
人
間
・
天
と
い
う
六
つ
の
世
界

を
魂
が
行
き
来
す
る
中
で
作
善
を
積
む
が
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
か
っ
た
時

に
地
獄
に
落
ち
る
。
一
度
地
獄
に
落
ち
れ
ば
輪
廻
転
生
が
で
き
な
く
な
り
、

永
久
に
地
獄
で
苦
し
み
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
地
獄
に
落
ち
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
状
況
に

陥
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
窮
地
を
救
う
の
が
地
蔵
菩
薩
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

　

こ
れ
を
人
間
の
知
恵
に
よ
り
科
学
が
発
展
し
た
現
代
に
置
き
換
え
て
み

る
と
、
科
学
の
力
で
も
解
決
で
き
な
い
こ
と
を
地
蔵
菩
薩
（
石
仏
）
が
一

旦
預
か
っ
て
く
だ
さ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
様
々
な
デ
ー
タ
を
駆
使

し
て
も
未
来
を
確
実
に
予
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
病
を
患
っ
た

時
、
現
代
の
発
達
し
た
医
療
技
術
に
す
べ
て
を
委
ね
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
が
完
治
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
誰
に
も
わ
か
ら
な

い
。
地
蔵
菩
薩
に
祈
る
こ
と
で
、
病
気
が
治
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
祈
る

行
為
や
、
石
仏
と
し
て
い
つ
も
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
、
心
に
少
し
の
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
予
測
不
可
能
な

未
来
に
対
す
る
不
安
と
い
う
苦
し
み
を
抜
苦
し
て
く
れ
る
の
が
現
代
の
地

蔵
菩
薩
で
あ
る
。

　

今
回
、
仰
木
と
い
う
比
叡
山
の
麓
の
集
落
を
眺
め
な
が
ら
、
そ
こ
に
息

づ
く
信
仰
を
見
て
き
た
が
、
他
に
も
里
山
の
集
落
に
は
、
こ
の
よ
う
な
い

わ
ゆ
る
民
間
信
仰
が
、
講
や
祭
礼
な
ど
と
と
も
に
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
。

一
方
で
神
も
仏
も
存
在
し
な
い
近
代
社
会
の
イ
エ
が
存
在
す
る
。
心
の
孤

独
や
不
安
が
叫
ば
れ
る
中
で
、
里
山
の
信
仰
の
か
た
ち
に
今
一
度
目
を
向

け
る
こ
と
も
大
切
で
あ
ろ
う
。
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わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
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見
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。
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一
、
は
じ
め
に� �

　
「
懐
」
と
は
、
衣
服
に
覆
わ
れ
た
胸
の
あ
た
り
、
そ
の
囲
ま
れ
た
空
間

の
意
の
ほ
か
、
周
り
を
山
な
ど
に
囲
ま
れ
た
奥
深
い
場
所
。
外
界
か
ら
隔

て
ら
れ
た
安
心
で
き
る
場
所
。�

物
の
内
部
、
内
幕
。
所
持
金
。
胸
中
、�

胸
の
内
の
考
え
。
な
ど
、
様
々
な
意
味
が
読
み
込
め
る
。

　
「
近
江
」
は
都
が
造
営
さ
れ
る
以
前
か
ら
い
つ
の
時
代
も
歴
史
の
舞
台

を
か
た
ち
づ
く
っ
て
き
た
場
で
あ
り
、
真
ん
中
に
大
湖
を
携
え
周
囲
を
街

道
が
行
き
交
う
交
通
の
要
衝
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
日
本
の
懐
」
と
呼
ぶ
に

ふ
さ
わ
し
い
場
所
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
場
で
絶
え
ず
次
の
時
代
を
予
測
し
、
新
た
な
考
え
や
ア
イ

デ
ア
を
生
み
出
し
、
受
け
入
れ
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
一
方
で
、

伝
統
や
独
自
性
を
重
ん
じ
日
々
工
夫
し
知
恵
を
出
し
合
う
。
そ
の
精
神
が

今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
持
続
し
て
き
た
場
に
他
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
に
現
れ
る
一
つ
ひ
と
つ
を
取
り
出
し
て
い
き
た
い
。

　
「
近
江
の
懐
」
探
し
は
以
前
か
ら
手
を
つ
け
た
か
っ
た
仕
事
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
「
近
江
の
水
」
を
巡
り
今
日
も
持
続
し
て
い
る
の
だ

が
、
命
の
水
の
周
辺
に
は
必
ず
と
言
っ
て
良
い
近
江
の
暮
ら
し
の
中
か
ら

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

ISHIKAWA　Ryo
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Omi’s�“futokoro”

Summary�:�
Using�a�survey�of�an�area� in�Shiga�called�Shukubamachi� I�will�
examine� topics�such�as� � “techniques”�and� their� “spirit”� in�order�
answer�the�questions,�“Why�have�these�particular�techniques�been�
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息
づ
く
生
業
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
ク
オ
リ
テ
ィ
の
高
い
手
技
や
そ
れ
を
か

た
ち
づ
く
る
精
神
が
脇
を
固
め
、
そ
の
生
業
を
成
立
さ
せ
て
い
る
様
に
思

う
。
水
を
巡
り
な
が
ら
横
目
に
そ
れ
ら
を
見
付
け
、「
い
つ
か
は
追
求
し

て
み
た
い
！
」
と
い
う
思
い
を
抱
い
て
い
た
。
ま
た2013

年
か
ら2016

年

に
か
け
て
滋
賀
県
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
携
わ
る
お
手
伝
い
か
ら
、
自
ら

そ
の
潜
在
能
力
を
掘
り
起
こ
す
事
業
に
携
わ
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
。
そ

の
結
果
は
一
言
で
言
う
な
ら
「
恐
る
べ
し
近
江
の
潜
在
能
力
！
」
と
い
う

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
ち
ら
か
ら
探
さ
ず
と
も
街
道
沿
い
、
宿
場
を
軸

に
進
む
と
自
ら
迫
っ
て
来
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
私
は
そ
の
迫
っ
て
来
る

「
何
か
」
の
周
辺
で
そ
れ
を
引
き
立
て
、
支
え
、
受
継
ぐ
脇
役
に
迫
り
た

い
。
そ
れ
ら
は
決
し
て
脇
役
で
は
な
い
が
そ
の
懐
近
く
で
支
え
る
「
ク
オ

リ
テ
ィ
の
高
い
手
技
や
精
神
」
に
焦
点
を
あ
て
た
い
。

二
、
大
津
の
茶
櫃
（
ち
ゃ
び
つ
）� �

　

札
の
辻
（
京
町
一
丁
目
交
差
点
）
か
ら
京
町
通
（
旧
東
海
道
）
を
東
京

方
面
へ
、
大
津
駅
前
大
通
り
を
過
ぎ
少
し
進
ん
だ
琵
琶
湖
側
に
近
江
茶
で

商
い
を
営
む
中
川
誠
盛
堂
が
あ
る
。
安
政
五
年
創
業
の
老
舗
だ
。
軒
上
に

は
一
枚
木
に
「
茶
」
と
彫
込
ん
だ
看
板
が
掲
げ
て
あ
る
。
私
は
以
前
大
津

市
の
景
観
重
要
広
告
物
の
審
査
に
携
わ
っ
た
事
を
思
い
出
し
た
。
大
津
百

町
、
東
海
道
沿
い
に
今
日
も
受
継
ぐ
の
れ
ん
や
軒
先
看
板
を
、
広
告
物
の

観
点
か
ら
伝
統
的
な
古
都
大
津
に
相
応
し
い
景
観
形
成
の
一
部
と
し
て
位

置
付
け
、
大
津
の
景
観
を
見
つ
め
て
い
く
事
業
で
あ
る
。
中
川
誠
盛
堂
の

看
板
は
選
定
は
受
け
な
か
っ
た
が
景
観
形
成
に
重
要
な
役
を
担
っ
て
い
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
今
回
は
そ
の
ひ
さ
し
看
板
の
下
の
「
み
せ
」
に
展

示
し
て
あ
る
壺
に
目
が
止
っ
た
。
店
内
に
入
る
と
次
に
売
り
場
の
後
側
の

棚
に
も
目
が
行
く
。
店
内
は
様
々
な
種
の
茶
が
丁
寧
に
小
分
け
さ
れ
並
ん

で
い
る
。
産
地
や
銘
柄
が
わ
か
り
や
す
く
表
示
さ
れ
見
て
い
る
だ
け
で
嬉

し
い
気
持
ち
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
「
ど
う
ぞ
！
」
と
店
主
の
中
川
武

（
な
か
が
わ
た
け
し
）
さ
ん
に
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
時
私
は

ち
ょ
う
ど
「
政
所
」
の
茶
を
手
に
し
て
い
た
こ
と
も
重
な
り
、
幻
の
銘
茶

で
あ
る
政
所
茶
を
そ
っ
と
い
れ
て
く
だ
さ
っ
た
。
ま
た
話
は
遡
る
が
以
前
、

君
ヶ
畑
の
木
地
師
を
訪
ね
た
時
、
お
話
さ
れ
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
煎
茶
を

い
れ
て
く
だ
さ
っ
た
時
の
事
を
思
い
出
し
た
。
急
須
に
冷
ま
し
た
湯
を
い

れ
て
少
し
時
間
が
経
っ
て
か
ら
茶
が
注
が
れ
た
。
口
に
す
る
と
最
初
は
軽

や
か
で
ほ
ん
の
り
甘
く
感
じ
た
。
そ
の
後
す
っ
き
り
と
し
た
渋
み
が
口
の

中
を
伝
わ
り
煎
茶
で
は
感
じ
た
こ
と
の
な
い
味
わ
い
で
あ
っ
た
。
私
は
茶

に
詳
し
い
人
間
で
は
な
い
が
中
川
氏
の
お
茶
で
そ
の
記
憶
を
呼
び
覚
ま
さ

れ
た
。
そ
の
後
も
中
川
氏
と
の
対
話
が
続
い
た
。
棚
に
並
ぶ
黒
色
の
茶
缶

を
見
な
が
ら
、
茶
舗
の
仕
事
に
つ
い
て
聞
い
て
み
た
。
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ

ン
ス
の
紅
茶
の
有
名
ブ
ラ
ン
ド
は
様
々
な
国
の
茶
葉
を
独
自
の
価
値
観
で

ブ
レ
ン
ド
す
る
。
或
い
は
花
、
薬
草
、
フ
レ
ー
バ
ー
な
ど
を
ブ
レ
ン
ド
し

て
様
々
な
楽
し
み
方
を
提
供
し
て
い
る
。
対
し
て
日
本
茶
も
ブ
レ
ン
ダ
ー

の
よ
う
な
仕
事
が
茶
舗
に
含
ま
れ
る
の
か
恐
る
恐
る
聞
い
て
み
た
。
す
る

と
「
私
は
一
切
ブ
レ
ン
ド
し
な
い
。
現
地
で
つ
く
ら
れ
た
茶
を
出
来
る
だ

け
そ
の
ま
ま
出
す
の
が
私
の
仕
事
だ
。」
と
迷
い
無
く
返
答
さ
れ
た
。
政
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所
の
茶
は
一
時
店
頭
か
ら
消
え
た
事
が
有
る
そ
う
だ
。
以
前
は
三
重
県
か

ら
の
ル
ー
ト
で
仕
入
れ
て
い
た
よ
う
で
、
近
年
や
っ
と
の
思
い
で
政
所
茶

の
取
引
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
熱
弁
さ
れ
た
。私
は
直
ぐ
に「
生

産
量
が
急
激
に
減
る
現
状
、
無
農
薬
で
つ
く
ら
れ
る
貴
重
な
茶
を
ブ
レ
ン

ド
す
る
筈
が
無
い
！
」
と
気
付
き
、
何
と
言
う
質
問
を
し
て
し
ま
っ
た
の

か
と
恥
ず
か
し
く
な
っ
た
。
在
来
樹
の
政
所
茶
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
話

し
足
り
な
い
の
で
い
ず
れ
の
機
会
に
す
る
。

　

先
程
か
ら
チ
ラ
チ
ラ
見
て
い
る
茶
缶
で
あ
る
。
紅
茶
店
に
ず
ら
り
と
並

ぶ
茶
缶
さ
な
が
ら
負
け
ず
と
劣
ら
ず
美
し
い
黒
い
缶
、
真
中
に
朱
色
で
円

が
描
か
れ
そ
の
中
に
川
の
文
字
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
中
に
川
「
中
川

印
」
だ
。
上
段
に
直
径
三
〇
㎝
、
高
さ
四
〇
㎝
程
度
、
そ
の
上
に
手
の
ひ

ら
で
掴
む
と
ち
ょ
う
ど
良
い
大
き
さ
の
蓋
が
つ
い
た
茶
缶
だ
。
蓋
の
下
部

に
地
名
や
銘
柄
が
毛
筆
で
丁
寧
に
記
さ
れ
て
い
た
。
下
段
に
は
そ
れ
よ
り

大
ぶ
り
の
も
の
が
同
じ
様
に
整
然
と
並
ん
で
い
る
。
お
店
で
は「
缶
櫃（
か

ん
び
つ
）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
長
年
使
用
の
た
め
か
塗
料
が
剥
げ
落
ち

そ
れ
が
店
内
に
良
い
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
更
に
質
問
し
て
み
る

と
先
々
代
の
時
代
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
現
在
は
痛
み
が
で
て

使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
出
来
れ
ば
修
理
し
て
使
用
し
た
い
と
の
こ
と
。
次

に
何
処
で
つ
く
ら
れ
た
か
聞
く
と
京
都
の
老
舗
「
茶
筒
の
開
花
堂
」
製
で

あ
る
。
明
治
創
業
か
ら
一
貫
し
て
手
作
り
で
茶
筒
を
つ
く
っ
て
お
り
、
近

年
若
手
六
代
目
が
様
々
な
展
開
で
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、「
茶
筒
あ
っ

て
の
仕
事
」
と
し
て
初
代
か
ら
手
法
を
守
っ
て
お
ら
れ
る
。
次
に
店
頭
で

見
た
茶
壺
は
そ
の
茶
缶
に
な
る
以
前
の
も
の
で
、
江
戸
時
代
中
期
頃
の
信

楽
焼
で
あ
る
。
見
る
と
こ
ろ
灰
か
ぶ
り
自
然
釉
で
美
し
い
。
当
時
の
店
主

筆
で
あ
ろ
う
か
こ
こ
に
も
銘
柄
を
記
し
た
札
が
貼
っ
て
あ
る
。
店
の
奥
の

蔵
に
は
室
町
期
の
も
の
も
保
管
し
て
あ
る
そ
う
だ
。

　

最
後
に
も
う
一
つ
。
店
に
伝
わ
る
逸
話
で
あ
る
。
江
戸
時
代
東
海
道
を

参
勤
交
代
す
る
侍
に
対
し
無
礼
が
あ
っ
た
。
あ
わ
て
て
茶
舗
に
逃
げ
込
ん

だ
者
を
当
時
の
女
将
が
木
製
の
箱
（
茶
櫃
）
に
入
れ
て
匿
っ
た
。
侍
は
決

死
の
捜
索
を
行
っ
た
が
女
将
は
断
固
と
し
て
茶
櫃
を
開
け
さ
せ
な
か
っ
た

そ
う
だ
。
身
分
制
度
の
厳
し
い
時
代
に
大
津
の
人
は
街
道
を
往
来
す
る
多

く
の
人
々
を
相
手
に
し
て
き
た
。
日
常
の
暮
ら
し
と
商
い
を
大
切
に
考
え

る
大
津
の
人
は
政

ま
つ
り
ご
とを

司
る
時
の
権
力
者
に
対
し
ク
ー
ル
な
眼
差
し
で
み

て
い
た
様
に
想
像
す
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
大
津
絵
が
世
相
を
ユ
ー
モ
ア

で
表
現
す
る
感
覚
の
よ
う
に
も
思
え
る
。

お店の雰囲気を醸し出す缶櫃

丸の中に川と記された缶櫃
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大
津
の
茶
舗
に
今
も
伝
わ
る
茶
壺
、
缶
櫃
、
茶
櫃
を
見
て
受
継
が
れ
て
き

た
精
神
や
気
概
を
感
じ
た
。
物
欲
飽
食
の
時
代
を
経
て
、
社
会
の
変
動
と

並
行
し
て
日
常
を
保
持
し
て
き
た
茶
と
の
暮
ら
し
が
こ
こ
に
あ
る
。
我
々

が
忘
れ
か
け
て
い
る
豊
か
さ
を
こ
の
茶
櫃
が
伝
え
て
い
る
よ
う
な
気
が
し

た
。

三
、
海
津
の
木
桶� �

　

海
津
は
何
か
と
よ
く
訪
れ
る
町
で
あ
る
。「
近
江
の
水
を
め
ぐ
る
」（『
成

安
造
形
大
学
附
属
近
江
学
研
究
所
紀
要
第
三
号
～
第
六
号
』
掲
載
）
で
と

り
あ
げ
る
事
の
出
来
な
か
っ
た
「
イ
ケ
」
と
呼
ば
れ
る
湧
水
（
北
と
南
の

二
ヶ
所
あ
る
）。
朽
ち
た
杭
が
残
る
旧
海
津
港
跡
、
初
夏
に
見
ら
れ
る
オ

イ
サ
デ
漁
、
ヤ
ナ
漁
、
大
崎
寺
な
ど
注
目
す
べ
き
こ
と
は
数
え
る
と
き
り

が
な
い
。
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
の
暮
ら
し
と
生
業
が
合
わ
さ
っ
た
姿
が
、「
海

津
・
西
浜
・
知
内
の
水
辺
景
観
」
と
し
て
重
要
文
化
的
景
観
（
平
成
十
七

年
）、
日
本
遺
産
（
平
成
二
十
七
年
）
に
選
定
さ
れ
て
い
る
。
言
わ
ば
近

江
に
お
け
る
懐
そ
の
も
の
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

近
江
今
津
か
ら
湖
岸
に
一
番
近
い
道
で
あ
る
北
国
海
道
（
西
近
江
路
）

を
松
並
木
道
沿
い
に
北
上
す
る
と
湖
に
突
き
出
た
東
山
が
見
え
る
。
そ
の

麓
の
町
が
海
津
で
あ
る
。
い
つ
も
立
ち
寄
る
鮒
寿
し
の
店
「
魚
治
」
が
あ

り
、
数
メ
ー
ト
ル
先
に
は
吉
田
酒
造
（
銘
柄
：
竹
生
嶋
）、
そ
の
先
に
は

角
二
醤
油
が
あ
る
。
訪
れ
た
の
が
年
の
瀬
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
正
月
の

準
備
が
名
目
で
全
て
の
店
に
立
ち
寄
っ
た
。
こ
の
地
は
湖
魚
、
米
、
分
水

嶺
か
ら
の
一
番
水
の
恩
恵
に
預
か
り
、
宿
場
町
、
港
町
で
あ
る
こ
と
か
ら

塩
な
ど
様
々
な
物
資
が
届
い
た
。
こ
の
三
軒
の
生
業
は
ま
さ
に
自
然
か
ら

与
え
ら
れ
た
恵
を
伝
え
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
こ
と
を
思
い

な
が
ら
決
め
込
ん
で
鮒
寿
し
の
店
に
聞
取
り
を
行
っ
た
。
七
代
目
治
右
衛

門
の
左
嵜
謙
祐
（
さ
ざ
き
け
ん
す
け
）
さ
ん
に
お
話
を
伺
う
事
が
出
来
た
。

以
前
、「
鮒
寿
し
と
そ
の
環
境
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と
」
と
題
し
て
講
演

会
を
企
画
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
に
鮒
鮓
（
ふ
な
ず
し
）
を
つ
け
る

「
桶
」に
つ
い
て
、左
嵜
氏
は
最
近
そ
の
桶
を
木
桶
に
戻
す
取
組
み
を
行
っ

て
い
る
と
話
さ
れ
た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
今
回
改
め
て
聞
き
取
る
こ
と

に
し
た
。
魚
治
も
高
度
経
済
成
長
期
の
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
の
桶
で
鮒
鮓
を
つ
け
る
様
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
創

業
の
江
戸
期
か
ら
木
桶
で
つ
け
て
い
た
が
先
代
の
時
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

今も使われている茶櫃

江戸期の物と伝わる茶壺
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の
桶
に
移
行
し
た
よ
う
だ
。
そ
の
理
由
は
桶
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
楽
な
こ

と
や
発
酵
が
一
定
で
あ
る
こ
と
だ
そ
う
で
時
を
同
じ
く
し
て
生
活
の
主
を

担
っ
て
い
た
様
々
な
ス
タ
イ
ル
の
木
桶
が
姿
を
消
し
て
行
っ
た
。
そ
の
主

た
る
要
因
も
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
水
分
を
含
む
こ
と
と

乾
燥
を
繰
り
返
す
と
木
は
徐
々
に
収
縮
し
桶
を
止
め
て
い
る
𥶡た

が

が
ゆ
る
ん

で
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
。
あ
る
い
は
桶
の
口
や
底
の
部
分
が
腐
っ
て
朽
ち
る
。

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
に
比
べ
て
重
い
な
ど
で
あ
る
。
と
な
る
と
そ
れ
を
生
業

に
し
て
い
た
職
人
も
い
な
く
な
り
た
ち
ま
ち
時
代
か
ら
消
え
去
っ
て
い
っ

た
。

　

数
年
程
前
、
左
嵜
氏
の
祖
母
が
ご
健
在
の
頃
、
木
桶
の
鮒
鮓
の
味
を
聞

い
て
み
た
事
が
あ
る
そ
う
だ
。
そ
の
事
を
機
に
こ
れ
ま
で
続
い
て
き
た
地

産
地
消
の
味
を
追
求
す
べ
く
木
桶
で
鮒
鮓
の
発
酵
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
決

心
を
さ
れ
た
そ
う
だ
。
祖
母
の
話
で
は
鮒
寿
し
屋
の
桶
は
酒
屋
や
醤
油
屋

の
「
お
古
」
が
良
い
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
木
の
中
に
含
ま
れ
る
レ
シ
チ

ン
が
酒
づ
く
り
に
お
い
て
は
必
要
だ
そ
う
で
成
分
が
完
全
に
ぬ
け
て
し
ま

う
と
酒
屋
は
桶
を
取
り
替
え
る
。
こ
こ
で
酒
屋
と
桶
屋
の
関
係
が
成
り

立
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
「
お
古
」
を
鮒
寿
し
屋
は
使
用
す
る
。
鮒
鮓

は
逆
に
完
全
に
木
の
成
分
が
ぬ
け
、
収
縮
が
安
定
し
、
更
に
酒
屋
の
そ
れ

と
比
べ
て
一
回
り
小
さ
い
も
の
が
必
要
と
の
こ
と
だ
。
酒
屋
が
使
い
古
し

て
痛
ん
だ
桶
を
も
う
一
度
桶
屋
が
削
っ
て
つ
く
り
直
し
た
も
の
が
鮒
鮓
づ

く
り
に
お
い
て
ベ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
さ
て
今
日
、
実
用
の
桶
を
つ
く
る

職
人
は
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
左
嵜
氏
を
訪
ね
る
前
に
吉
田
酒
造
に
立
寄
り

奥
様
に
話
を
聞
い
て
み
た
が
、
嫁
い
だ
頃
に
は
琺
瑯
樽
に
変
わ
っ
て
お
り

木
桶
を
使
っ
た
こ
と
は
無
い
そ
う
だ
が
、
店
頭
に
は
大
き
な
木
桶
が
飾
ら

れ
て
い
た
。
話
は
も
ど
っ
て
、
左
嵜
氏
に
よ
る
と
数
年
前
雑
誌
の
取
材
の

際
に
編
集
者
に
そ
の
話
を
す
る
と
大
阪
、
堺
に
木
桶
職
人
が
い
る
と
紹
介

さ
れ
た
そ
う
だ
。
関
西
周
辺
で
木
製
大
桶
の
製
造
は
そ
の
一
軒
し
か
無
い

よ
う
で
、
樹
齢
一
〇
〇
年
か
ら
一
二
〇
年
の
吉
野
杉
で
主
に
醤
油
や
味
噌

用
の
木
桶
を
現
在
も
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
事
情
を
話
す
と
職
人
魂
に
火
が

つ
い
た
の
か
予
約
待
ち
で
一
年
以
上
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
を

一
ヶ
月
で
仕
込
ん
で
下
さ
っ
た
そ
う
だ
。
そ
れ
か
ら
年
に
数
個
造
っ
て
い

た
だ
い
て
い
る
そ
う
だ
。
祖
母
が
ご
健
在
の
間
に
木
桶
の
鮒
鮓
を
復
活
さ

せ
、
今
日
も
こ
れ
ま
で
の
鮒
鮓
と
何
ら
変
わ
ら
ぬ
品
質
を
保
た
れ
て
い
る
。

　

い
よ
い
よ
次
に
左
嵜
氏
し
か
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
蔵
を
覗
か
せ
て

い
た
だ
い
た
。
綺
麗
に
整
頓
さ
れ
た
蔵
に
は
桶
が
整
然
と
並
ん
で
い
る
。

桶
の
中
は
鮒
と
米
が
順
番
に
積
層
さ
れ
酒
樽
の
「
お
古
」
を
設
え
直
し
た

木
蓋
に
重
石
が
載
せ
て
あ
る
。
そ
の
片
隅
に
先
程
か
ら
話
題
に
し
て
い
た

木
桶
が
数
個
鎮
座
し
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
堺
の
職
人
に
よ
っ
て
つ
く

ら
れ
た
桶
で
あ
る
。
聞
く
と
桶
職
人
が
酒
蔵
や
醤
油
蔵
の
「
お
古
」
を
何

気
な
く
倉
庫
に
備
蓄
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
材
料
で
つ
く
っ
て
い
た
だ
い
た

そ
う
だ
。
湿
気
の
あ
る
蔵
の
壁
に
発
酵
の
元
（
菌
）
が
へ
ば
り
つ
い
て
い

る
。
最
後
に
左
嵜
氏
は
「
我
々
に
と
っ
て
は
お
古
で
も
何
で
も
無
い
で
す
。

リ
サ
イ
ク
ル
と
い
う
話
で
は
な
く
先
人
か
ら
の
知
恵
の
継
承
で
す
。」
と

そ
っ
と
話
さ
れ
た
。

　
〝
近
江
の
懐
〟
は
、
自
然
の
恵
と
脅
威
と
同
居
し
な
が
ら
絶
え
ず
我
々

人
間
が
中
心
で
は
な
い
感
覚
を
呼
び
覚
ま
し
て
く
れ
る
。
一
尺
ほ
ど
の
木
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桶
が
こ
れ
か
ら
の
生
業
の
在
り
方

を
我
々
に
伝
え
て
い
る
よ
う
に
思

え
た
。

四
、
木
之
本
の
酒
蔵� �

　

北
国
街
道
に
北
国
脇
往
還
が
合
流
す
る
木
之
本
、
う
だ
つ
の
あ
が
る
建

物
が
数
多
く
並
ぶ
魅
力
的
な
町
で
あ
る
。
古
く
は
敦
賀
か
ら
長
浜
へ
の
中

継
点
と
し
て
栄
え
た
町
だ
。
木
ノ
本
駅
を
お
り
て
直
ぐ
東
側
、
目
の
前
に

建
つ
江
北
図
書
館
は
今
も
そ
の
こ
と
を
語
り
伝
え
、
養
蚕
で
栄
え
た
こ
の

辺
は
、
丁
寧
に
つ
く
ら
れ
る
和
弦
、
桑
酒
の
生
産
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

木
之
本
宿
本
陣
近
く
に
あ
る
北
近
江
の
地
酒
「
七
本
鎗
」
の
冨
田
酒
造
は

そ
の
生
業
の
元
と
な
る
湧
水
の
取
材
で
以
前
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
田
上

山
の
伏
流
水
が
止
ま
る
こ
と
な
く
湧
き
出
て
、
こ
の
水
こ
そ
が
こ
の
地
に

潤
い
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。「
戦
後
は

北国海道（西近江路）酒蔵の前に古い木桶が見える

冬の北湖（湖里庵より）

魚治の蔵にて　手前に木桶がある

発酵の元になる菌が棲む蔵

木桶の材でつくった木蓋
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地
酒
蔵
元
が
五
軒
あ
っ
た
が
、
今
は
桑
酒
を
出
す
山
路
酒
造
と
二
軒
に

な
っ
た
。」
と
十
四
代
目
蔵
元
の
冨
田
泰
伸
氏
は
言
う
。
い
ま
も
薬
剤
師

第
一
号
の
免
状
を
持
つ
本
陣
薬
局
、醸
造
業
醤
油
屋
が
三
軒
、お
ば
あ
ち
ゃ

ん
の
暮
ら
し
の
知
恵
か
ら
「
サ
ラ
ダ
パ
ン
」
が
生
ま
れ
、
良
質
な
「
よ
も

ぎ
」
か
ら
つ
く
ら
れ
る
菓
匠
禄
兵
衛
の
草
餅
は
訪
れ
る
と
必
ず
口
に
し
て

し
ま
う
。
落
ち
つ
い
た
町
で
あ
る
が
旅
人
を
必
ず
満
足
さ
せ
る
町
、
木
之

本
の
懐
に
迫
る
。

　

数
年
前
か
ら
冨
田
泰
伸
氏
と
の
ご
縁
が
あ
り
度
々
訪
れ
て
い
る
。
冨
田

氏
の
酒
造
り
に
取
組
む
姿
勢
と
様
々
な
工
夫
を
凝
ら
し
た
商
品
展
開
、
そ

の
発
信
は
注
目
を
集
め
、
止
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。

　

冨
田
氏
が
こ
の
何
年
か
悩
み
続
け
、
悪
戦
苦
闘
す
る
中
よ
う
や
く

二
〇
一
六
年
春
に
完
成
し
た
新
し
い
木
造
の
酒
蔵
と
そ
れ
が
出
来
る
ま
で

の
経
緯
に
つ
い
て
取
材
し
た
。
実
は
昨
年
夏
に
訪
れ
た
と
き
、
竣
工
ほ
や

ほ
や
の
新
酒
蔵
を
少
し
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
時
は
木
造
の
柱
や

所
々
の
部
位
に
柿
渋
を
塗
る
作
業
を
若
い
蔵
人
さ
ん
と
さ
れ
て
い
た
。
今

回
も
い
つ
も
の
様
に
店
先
か
ら
中
に
入
れ
て
い
た
だ
い
た
。
先
ず
始
め
に

目
に
す
る
の
は
瓶
詰
め
行
程
の
場
で
あ
る
。
次
に
心
臓
部
で
あ
る
湧
水
を

汲
み
上
げ
る
井
戸
。
さ
ら
に
奥
へ
向
か
っ
て
進
み
、
ふ
と
足
元
を
み
る
と

緩
や
か
に
勾
配
を
降
り
て
い
く
の
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
は
酒
樽
な
ら
ぬ

ホ
ー
ロ
ー
引
き
の
タ
ン
ク
が
整
然
と
並
ん
で
い
る
。
タ
ン
ク
の
底
面
を
み

る
と
適
当
な
大
き
さ
の
板
が
数
枚
差
込
ん
で
あ
る
。
水
平
を
保
つ
為
の
微

調
整
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
そ
こ
で
冨
田
氏
は
「
我
が
家
は

ず
っ
と
こ
の
勾
配
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
ま
あ
生
ま
れ
た
時
か
ら

な
ん
で
こ
れ
が
普
通
な
ん
で
す
け
ど
！
」
と
サ
ラ
ッ
と
話
さ
れ
た
。
そ
し

て
更
に
奥
へ
行
く
と
次
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
建
て
の
蔵
が
あ
る
。
こ
こ
で
は

蒸
米
の
作
業
を
蔵
人
が
さ
れ
て
い
た
。
比
較
的
新
し
い
建
物
で
あ
る
こ
と

か
ら
勾
配
は
少
し
な
だ
ら
か
に
な
り
床
面
は
徐
々
に
フ
ラ
ッ
ト
に
な
っ
て

い
っ
た
。
そ
の
奥
が
今
回
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
る
新
築
の
酒
蔵
だ
。
勾
配

を
気
に
し
な
が
ら
。
蒸
米
作
業
の
水
で
滑
ら
な
い
よ
う
に
進
み
新
蔵
に
入

り
込
む
と
、
何
故
か
フ
ラ
ッ
ト
が
保
た
れ
て
い
る
場
所
に
た
ど
り
着
い
た
。

玄
関
の
店
先
か
ら
の
坂
道
の
流
れ
だ
と
、
こ
こ
で
更
に
低
く
な
る
は
ず
だ

が
・・・
。
冨
田
氏
は
温
度
管
理
が
さ
れ
た
新
し
い
蔵
の
電
気
を
つ
け
「
ど

う
ぞ
！
」
と
私
を
導
い
て
く
れ
た
。
進
む
と
下
が
る
ど
こ
ろ
か
土
間
で
あ

る
は
ず
の
床
が
柿
渋
を
塗
っ
た
板
材
が
フ
ラ
ッ
ト
な
状
態
で
迎
え
て
い
る
。

よ
く
見
る
と
板
の
隙
間
か
ら
空
間
が
見
え
る
。
整
然
と
並
ぶ
タ
ン
ク
は
本

当
な
ら
身
の
丈
を
遥
か
に
超
え
見
上
げ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
腰

の
あ
た
り
で
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
う
私
の
拙
い
描
写
で
お
気
付
き
で
あ
ろ

う
か
？
既
に
私
の
立
つ
ポ
ジ
ジ
ョ
ン
は
中
二
階
と
い
う
べ
き
か
、
勾
配
が

下
が
る
特
徴
を
利
用
し
て
な
だ
ら
か
に
平
屋
の
酒
蔵
の
中
層
に
導
か
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
普
通
な
ら
タ
ン
ク
の
横
の
ハ
シ
ゴ
を
上
が
っ
て

醸
造
が
進
む
酒
を
撹
拌
す
る
の
で
あ
る
が
そ
の
中
二
階
の
板
材
の
上
に
立

ち
腰
を
据
え
、
し
っ
か
り
作
業
が
で
き
る
状
況
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
板

材
の
下
を
確
認
す
る
と
見
え
て
い
な
か
っ
た
タ
ン
ク
の
胴
体
か
ら
底
部
が

見
え
た
。
蔵
内
の
中
央
部
に
位
置
す
る
通
路
の
部
位
に
そ
の
板
材
が
外
せ

る
仕
掛
け
に
な
っ
て
お
り
、
上
部
と
下
部
の
行
き
来
が
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
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る
よ
う
工
夫
が
さ
れ
て
い
た
。

　

玄
関
入
口
か
ら
タ
ン
ク
内
の
水
面
を
フ
ラ
ッ
ト
に
保
つ
た
め
、
た
く
さ

ん
の
工
夫
の
集
積
を
見
て
き
た
が
、
こ
の
新
し
い
蔵
に
は
更
に
新
し
い
工

夫
が
さ
れ
て
お
り
気
持
ち
が
い
い
。
建
築
空
間
と
し
て
も
実
用
性
に
お
い

て
も
非
常
に
美
し
く
ス
ッ
キ
リ
と
し
て
い
る
。「
昔
は
低
い
天
井
に
頭
を

ぶ
つ
け
作
業
が
し
に
く
か
っ
た
の
で
す
。」
と
冨
田
氏
は
つ
ぶ
や
か
れ
た
。

こ
こ
で
よ
う
や
く
冨
田
氏
と
対
話
が
始
ま
る
。
彼
は
そ
も
そ
も
新
築
工
事

を
拒
ん
で
い
た
よ
う
だ
。
今
日
、
町
家
再
生
で
成
功
事
例
が
多
く
、
こ
こ

で
も
昔
の
ま
ま
の
蔵
を
残
し
な
が
ら
何
と
か
仕
事
が
で
き
る
様
に
と
改
築

を
望
ん
で
い
た
こ
と
を
吐
露
さ
れ
た
。
以
前
、
フ
ラ
ン
ス
の
ワ
イ
ン
農
家

を
見
学
さ
れ
た
時
に
み
た
石
造
り
の
古
い
ワ
イ
ナ
リ
ー
の
こ
と
を
話
さ
れ

た
。「
い
ま
で
は
品
質
管
理
や
製
造
環
境
設
定
の
進
歩
で
世
界
の
様
々
な

土
地
で
ワ
イ
ン
が
つ
く
ら
れ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
土
地
の
風
土
と
長
い
年

月
を
か
け
、
培
わ
れ
た
ワ
イ
ン
製
造
に
か
な
う
も
の
は
な
い
と
感
じ
た
。

そ
の
ワ
イ
ナ
リ
ー
を
先
代
か
ら
受
け
継
ぎ
自
慢
げ
に
話
す
オ
ー
ナ
ー
の
顔

を
今
で
も
思
い
出
し
ま
す
。」
と
、
更
に
「
今
の
建
築
基
準
で
は
道
路
か

ら
数
メ
ー
ト
ル
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
し
て
建
て
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
、
既

存
の
建
物
を
キ
ー
プ
し
続
け
る
こ
と
の
難
し
さ
を
痛
感
し
た
。」
と
付
け

加
え
ら
れ
た
。
こ
の
他
の
ア
イ
デ
ア
と
し
て
、
い
っ
そ
の
こ
と
酒
米
の
田

圃
が
目
の
前
に
広
が
る
別
の
広
い
敷
地
に
移
転
す
る
こ
と
も
考
え
た
そ
う

だ
。
し
か
し
原
点
に
戻
っ
て
こ
の
場
所
で
酒
造
り
を
す
る
こ
と
に
意
味
が

あ
る
と
気
付
く
。「
狭
く
て
作
業
し
に
く
い
工
夫
の
連
続
の
こ
の
場
所
で
、

蔵
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
で
今
日
も
酒
造
り
を
持
続
で
き
て

い
る
。
手
狭
で
あ
る
が
見
渡
せ
る
範
囲
で
確
実
に
地
酒
づ
く
り
を
キ
ー
プ

で
き
た
こ
と
が
今
日
に
繫
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
い
い
水
が
出
て

い
る
。」
と
熱
く
話
さ
れ
た
。
新
築
の
酒
蔵
の
土
壁
は
旧
蔵
の
土
を
練
り

直
し
使
用
し
て
お
り
、
鬼
瓦
は
そ
の
ま
ま
健
在
さ
せ
た
。
古
い
瓦
は
細
か

く
砕
き
中
庭
の
小
道
の
敷
石
と
し
て
再
利
用
、
壁
材
を
全
て
再
利
用
す
る

に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
新
酒
の
品
評
を
行
う
場
所
で
の
テ
ー
ブ
ル
や
棚

に
使
用
さ
れ
て
い
る
。「
鉄
骨
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
す
る
の
で
は
な
く
木

造
に
し
た
の
も
自
分
を
育
て
て
く
れ
た
町
の
景
観
を
維
持
す
る
こ
と
を
最

重
要
と
し
た
か
ら
で
あ
り
、
新
築
は
堪
え
難
い
選
択
で
あ
っ
た
が
、
何
よ

り
も
今
こ
の
よ
う
に
地
酒
造
り
が
で
き
る
こ
と
に
感
謝
し
て
い
る
。」
と

話
さ
れ
た
。

　

最
後
に
酒
蔵
を
出
て
外
観
を
眺
め
な
が
ら
「
い
い
時
代
に
な
っ
た
か
ら

こ
そ
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
先
代
の
時
代
は
桶
売
り
を

せ
ざ
る
を
得
な
い
、
他
の
仕
事
と
兼
ね
な
い
と
い
け
な
い
時
代
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
ま
だ
ま
だ
夢
の
プ
ラ
ン
は
あ
る
が
、
時
代
を
見
据
え
な

が
ら
町
（
木
之
本
）
と
共
存
し
て
い
き
た
い
。」
と
語
ら
れ
た
。

　

酒
造
り
は
町
づ
く
り
そ
の
も
の
だ
と
感
じ
た
が
、
冨
田
氏
の
話
す
言
葉

に
「
ま
ち
づ
く
り
」
の
言
葉
は
決
し
て
出
て
こ
な
い
。
そ
れ
は
本
人
が
当

事
者
で
あ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
事
実
が
あ
る
。
こ
の
懐
深
い
町
（
木
之

本
）
と
共
感
し
な
が
ら
フ
ラ
ッ
ト
の
精
神
を
保
っ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
た
。

私
が
訪
れ
た
一
週
間
前
に
発
売
が
始
ま
っ
た
冨
田
氏
の
新
し
い
ア
イ
デ
ア

商
品
「
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
山
廃
仕
込
み
二
〇
一
五
年
も
の
」
を
手
に
取
り
酒

蔵
を
で
た
。
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旧酒蔵、中庭より

旧酒蔵、裏通りより

新酒蔵、タンクとの関係

新酒蔵、裏通りより

旧酒蔵、裏通りより

新酒蔵、内部空間

新酒蔵、中庭より

新酒蔵、裏通りより
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五
、
八
日
市
の
ジ
ー
パ
ン� �

　

八
日
市
と
い
え
ば
、「
左�

い
せ
、
右�

京
」
で
あ
る
。
冒
頭
か
ら
言
葉

足
ら
ず
で
あ
る
が
御
代
参
街
道
と
八
風
街
道
が
Ｔ
字
路
で
接
す
る
ポ
イ
ン

ト
に
こ
の
様
に
彫
り
込
ま
れ
た
道
標
が
あ
る
。
以
前
私
は
こ
の
道
標
に
惹

き
つ
け
ら
れ
、
自
身
の
作
品
制
作
の
た
め
許
可
を
得
て
そ
の
拓
本
を
と
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
地
名
か
ら
伊
勢
参
り
（
神
）
と
本
山
参
り
（
仏
）

へ
の
岐
路
を
意
味
す
る
。「
初
め
は
わ
ず
か
な
違
い
で
も
、
後
に
は
非
常

に
大
き
な
差
に
な
る
こ
と
の
た
と
え
」
で
あ
る
。「
人
生
の
大
き
な
岐
路

に
立
つ
」
と
は
言
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
？

　

こ
の
ポ
イ
ン
ト
か
ら
八
風
街
道
沿
い
に
少
し
東
へ
、
ア
ー
ケ
ー
ド
の
入

り
口
が
見
え
本
町
商
店
街
が
始
ま
り
昭
和
の
匂
い
が
し
て
い
る
。
や
は
り

多
く
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
閉
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
る
が
行
き
交
う
人
た
ち
が
挨

拶
を
し
あ
っ
て
い
る
感
じ
は
安
心
感
を
呼
ぶ
。
少
し
進
む
と
「
一
人
だ
け

元
気
な
店
」
と
も
例
え
よ
う
か
「
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
Ｙ
Ｎ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
」
と
記
さ

れ
た
看
板
が
掲
げ
ら
れ
た
店
に
ぶ
ち
当
た
っ
た
。
思
わ
ず
店
に
入
る
と
一

見
、
懐
か
し
い
古
着
屋
と
こ
だ
わ
り
の
商
品
を
集
め
る
セ
レ
ク
ト
シ
ョ
ッ

プ
で
あ
る
。
我
々
世
代（
一
九
七
〇
年
代
生
ま
れ
）は
誰
も
が
一
度
は
ジ
ー

パ
ン
（
デ
ニ
ム
）
に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
た
世
代
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

店
の
奥
の
方
で
は
ミ
シ
ン
の
音
が
聞
こ
え
て
い
る
。「
な
ぜ
こ
の
時
代
に

八
日
市
で
こ
の
様
な
店
が
持
続
し
て
い
る
の
か
？
」
店
に
対
し
て
失
礼
極

ま
り
な
い
表
現
だ
が
、
店
内
を
眺
め
て
い
る
と
少
し
様
子
が
違
う
こ
と
に

気
づ
く
。
こ
の
八
日
市
の
元
気
な
店
に
焦
点
を
当
て
た
い
。

　

八
〇
年
代
の
終
わ
り
か
ら
九
〇
年
代
初
め
を
私
は
高
校
、
大
学
時
代
と

い
う
人
生
の
岐
路
に
当
た
る
時
期
を
過
ご
し
た
。
美
術
大
学
に
進
ん
だ
私

は
当
然
自
分
の
個
性
を
出
す
た
め
の
様
々
な
工
夫
と
「
自
分
作
り
」
を
し

て
い
た
こ
と
は
記
憶
し
て
い
る
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

皆
と
同
じ
も
の
は
嫌
な
の
で
あ
る
。
中
で
も
ジ
ー
パ
ン
は
皆
が
手
に
す
る

が
ゆ
え
に
多
様
な
モ
デ
ル
が
売
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
そ

れ
は
生
地
に
様
々
な
加
工
が
施
さ
れ
、
体
の
微
妙
な
ラ
イ
ン
を
出
す
た
め

に
裁
断
や
縫
製
の
仕
方
に
こ
だ
わ
り
と
工
夫
が
さ
れ
て
い
た
。
私
は
ジ
ー

パ
ン
の
中
の
ジ
ー
パ
ン
「
リ
ー
バ
イ
ス
５
０
１
」
を
数
本
持
っ
て
い
た
。

中
で
も
糊
の
つ
い
た
紺
色
と
い
う
よ
り
か
ダ
ー
ク
グ
レ
ー
に
近
い
も
の
を

大
事
に
し
て
い
た
。
そ
の
こ
だ
わ
り
ト
レ
ン
ド
は
更
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、

極
一
部
の
年
代
物
を
ビ
ン
テ
ー
ジ
物
と
し
て
扱
い
と
ん
で
も
な
い
価
格
に

跳
ね
上
が
っ
た
。
そ
の
ト
レ
ン
ド
に
つ
い
て
行
く
の
に
、
わ
り
と
早
い
時

期
に
戦
線
離
脱
し
た
こ
と
も
覚
え
て
い
る
。
当
然
今
日
も
ジ
ー
パ
ン
は
あ

る
が
当
時
（
ビ
ン
テ
ー
ジ
品
）
の
技
術
に
よ
る
丁
寧
な
仕
上
が
り
の
ジ
ー

パ
ン
を
店
頭
で
見
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
さ
ら
に
今
日
に
お
い

て
は
技
術
的
、
経
済
的
に
効
率
化
さ
れ
た
仕
組
み
で
な
ん
と
も
安
価
な

ジ
ー
パ
ン
が
流
布
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

　

店
内
に
戻
ろ
う
。
丁
寧
な
仕
上
が
り
の
ジ
ー
パ
ン
が
並
ん
で
い
る
。
早

く
に
戦
線
離
脱
し
た
私
に
さ
え
製
品
の
凄
み
の
よ
う
な
何
か
が
伝
わ
っ
て

く
る
。
デ
ニ
ム
の
生
地
感
、
縫
製
の
糸
の
色
、
ボ
タ
ン
、
リ
ベ
ッ
ト
、
縫

製
技
術
、
ベ
ル
ト
ル
ー
プ
の
位
置
な
ど
ほ
と
ん
ど
素
人
の
私
に
も
一
つ
ひ

と
つ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。（
ビ
ン
テ
ー
ジ
の
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本
物
を
じ
っ
く
り
と
見
た
わ
け
で
は
な
い
が
少
な
く
と
も
当
時
の
分
業
で

出
来
上
が
る
技
術
が
再
現
さ
れ
て
い
る
。）
で
は
こ
の
ジ
ー
パ
ン
は
い
っ

た
い
何
な
の
か
、
右
後
ろ
の
ベ
ル
ト
ル
ー
プ
付
近
に
縫
い
付
け
て
あ
る
皮

の
表
示
を
見
る
と
「
リ
ー
バ
イ
ス
」
で
は
な
く
「
ワ
ン
ピ
ー
ス
オ
ブ
ロ
ッ

ク
・
コ
ナ
ー
ズ
ソ
ー
イ
ン
グ
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
」
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
花

文
字
で
印
刷
さ
れ
た
パ
ッ
チ
が
縫
い
付
け
て
あ
る
。
手
に
と
っ
て
ま
じ
ま

じ
と
見
て
い
た
私
に
ス
タ
ッ
フ
の
方
は
声
を
か
け
ら
れ
た
。
一
息
お
い
て

「
は
い
、
す
べ
て
手
仕
事
で
つ
く
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。」
と
他

の
セ
レ
ク
ト
商
品
や
ビ
ン
テ
ー
ジ
物
の
商
品
に
混
ざ
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品

が
展
示
さ
れ
て
い
た
の
だ
。「
さ
っ
き
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
ミ
シ
ン
の
音

は
！
」
と
聞
く
と
「
は
い
、
お
客
様
か
ら
オ
ー
ダ
ー
を
受
け
て
作
っ
て
い

ま
す
。」
そ
の
ミ
シ
ン
を
見
せ
て
も
ら
う
と
ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｒ
と
刻
ま
れ
た

黒
い
ミ
シ
ン
が
数
台
お
か
れ
て
い
る
。
大
小
様
々
な
用
途
の
ミ
シ
ン
が
使

わ
れ
て
い
た
。「
店
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
工
房
が
あ
り
ま
す
。」
と

ま
た
ス
タ
ッ
フ
の
方
が
声
を
か
け
て
く
だ
さ
り
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
。

本
町
通
り
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
ア
ー
ケ
ー
ド
に
沿
う
様
な
形
で
裏

手
に
そ
の
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
は
あ
る
。
入
る
と
そ
こ
に
は
先
程
見
た
ミ
シ
ン

が
人
ひ
と
り
通
れ
る
程
の
通
路
の
左
右
に
所
狭
し
と
た
く
さ
ん
並
ん
で
い

る
。
そ
の
奥
に
一
人
、
ま
さ
に
そ
の
ミ
シ
ン
を
操
り
大
小
の
ミ
シ
ン
を
巧

み
に
使
い
こ
な
す
職
人
が
い
る
。
し
ば
ら
く
操
り
続
け
仕
事
の
き
り
を
見

て
職
人
は
こ
っ
ち
を
向
い
た
。
帽
子
の
つ
ば
に
手
を
当
て
「
オ
ー
ナ
ー
の

小
中
で
す
。」
と
、
ま
さ
か
と
思
っ
た
が
こ
の
城
の
主
が
こ
の
人
、
小
中

儀
明
さ
ん
で
あ
る
。
オ
ー
ナ
ー
や
社
長
と
い
え
ば
営
業
に
行
く
か
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
の
前
で
商
品
管
理
や
買
付
け
準
備
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

大
学
を
出
て
か
ら
店
を
任
さ
れ
、
古
着
と
セ
レ
ク
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
店
を
展

開
し
て
き
た
。
五
年
前
か
ら
ジ
ー
パ
ン
を
一
か
ら
す
べ
て
を
自
分
の
手
で

裁
断
・
縫
製
を
操
り
、
販
売
も
行
な
っ
て
い
る
。
一
九
四
〇
年
代
か
ら

五
〇
年
代
頃
の
、
も
の
づ
く
り
が
発
展
し
て
行
く
時
代
の
丁
寧
な
作
り
に

敬
意
を
払
っ
て
い
る
。
先
に
も
触
れ
た
が
大
量
生
産
に
入
る
頃
の
生
産
手

順
は
す
べ
て
の
工
程
が
分
業
化
さ
れ
て
い
く
時
期
で
あ
る
。
手
仕
事
か
ら

機
械
化
へ
移
る
時
代
の
も
の
づ
く
り
に
は
は
か
る
こ
と
の
で
き
な
い
丁
寧

な
技
術
が
要
所
要
所
に
見
て
取
れ
る
。「
そ
れ
を
俺
は
忠
実
に
や
り
た
い
！

そ
の
当
時
の
ミ
シ
ン
を
使
い
す
べ
て
当
時
の
や
り
方
で
や
り
た
い
の
で

す
。」
と
小
中
氏
は
強
く
語
っ
た
。「
第
二
次
大
戦
中
は
国
（
ア
メ
リ
カ
）

か
ら
の
統
制
が
か
か
り
質
を
落
と
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
当

時
の
工
夫
が
見
て
取
れ
る
。」
小
中
氏
の
考
え
方
や
ス
タ
ン
ス
に
共
鳴
す

る
全
国
の
ジ
ー
パ
ン
コ
レ
ク
タ
ー
か
ら
す
で
に
数
百
本
の
予
約
が
入
っ
て

お
り
、
日
々
製
造
と
工
夫
、
模
索
を
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
面
白

い
こ
と
に
こ
の
ジ
ー
パ
ン
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
を
一
切
受
付
け
な
い
。

欲
し
い
人
は
必
ず
こ
の
八
日
市
の
店
を
訪
れ
彼
と
対
話
し
た
上
、
予
約
を

受
け
て
小
中
氏
の
手
に
よ
っ
て
製
造
さ
れ
る
。
し
か
し
小
中
氏
は
ま
だ
納

得
は
し
て
い
な
い
様
で
あ
る
。
現
在
の
布
地
は
帆
布
製
造
で
ま
ち
づ
く
り

に
成
功
し
て
い
る
岡
山
か
ら
自
分
の
オ
ー
ダ
ー
し
た
も
の
を
送
っ
て
い
た

だ
い
て
い
る
そ
う
だ
。
こ
の
機
織
り
、
布
地
づ
く
り
を
自
ら
の
手
で
挑
戦

し
た
い
と
。
正
に
ゼ
ロ
か
ら
の
構
想
を
彼
は
夢
見
て
い
る
。

　

し
か
し
そ
れ
は
夢
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
役
目
を
果
た
し
、
使
用
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御代参街道（本町通り）にFORTYNINERSの店がある

さ
れ
な
く
な
っ
た
特
殊
な
縫
製
が
可
能
な
ミ
シ
ン
が
世
界
の
あ
ち
こ
ち
に

残
っ
て
い
る
。
職
人
達
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
八
日
市
の
小
中
氏
の
こ
と
が

知
れ
渡
り
、
ミ
シ
ン
が
八
日
市
に
送
ら
れ
て
く
る
そ
う
だ
。
そ
し
て
ミ
シ

ン
は
小
中
氏
の
手
に
よ
っ
て
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
さ
れ
、
ジ
ー
ン
ズ
の
特
有
の

縫
製
が
な
さ
れ
蘇
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
し
か
す
る
と
経
済
効
率
優
先

の
時
代
か
ら
確
か
な
も
の
づ
く
り
を
理
解
し
価
値
を
共
有
す
る
時
代
に
動

い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
時
間
と
場

所
を
超
え
て
つ
な
げ
て
い
く
の
だ
。

　

こ
れ
ま
で
は
日
本
が
近
代
社
会
に
な
る
以
前
か
ら
受
け
継
が
れ
た
手
仕

事
を
今
日
の
あ
り
方
に
み
な
が
ら
再
確
認
す
る
こ
と
が
主
だ
っ
て
い
た
様

に
思
う
。
八
日
市
で
は
戦
後
の
高
度
成
長
期
を
共
に
歩
み
、
新
た
な
カ
ル

チ
ャ
ー
を
超
え
て
産
み
出
さ
れ
た
物
作
り
に
焦
点
を
当
て
た
。
こ
れ
も
近

江
の
地
で
あ
る
か
ら
こ
そ
受
け
継
が
れ
た
精
神
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え

た
い
。

　

米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
が
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
に
沸
い
た
一
八
四
八
年

か
ら
そ
の
翌
年
の
四
九
年
に
そ
こ
で
汗
を
流
し
た
人
々
を
「
49
ｅ
ｒ
ｓ
」

と
呼
ぶ
。
彼
ら
が
使
っ
て
い
た
作
業
着
こ
そ
が
大
量
生
産
を
導
い
た
ジ
ー

ン
ズ
で
あ
り
デ
ニ
ム
で
あ
る
。
そ
し
て
若
者
の
ト
レ
ン
ド
と
な
り
ス
タ
イ

ル
と
な
っ
た
。
大
量
生
産
で
し
か
で
き
な
か
っ
た
そ
れ
を
こ
の
時
代
に

な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
小
中
氏
が
つ
く
る
様
な
唯
一
無
二
の
ジ
ー
パ
ン
が
出

来
上
が
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
誰
が
つ
く
っ
た
製
品
か
わ
か
ら
な
い
も
の

づ
く
り
の
時
代
か
ら
作
り
手
と
買
い
手
が
確
実
に
対
話
す
る
時
代
が
来
て

い
る
。
こ
こ
に
は
近
代
を
超
越
し
た
持
続
可
能
社
会
へ
と
向
か
う
萌
芽
を

小中氏がつくるジーパン。s409xxx

ファクトリーにてミシンを操る小中氏

大戦モデルと呼ばれるデニムジャケット（ジージャン）
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つ
な
げ
る
新
た
な
る
価
値
を
写
真
と
文
で
紹
介
す
る
機
会
を
あ
た
え
ら
れ

た
。
現
在
ま
で
五
回
の
連
載
が
継
続
さ
れ
て
お
り
、
第
一
回
か
ら
第
四
回

ま
で
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
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
八
年
一
月
現
在
に
お
け
る
私
自
身

の
現
況
報
告
か
ら
始
め
、
次
に
美
術
家
目
線
で
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
近

江
に
お
け
る
も
の
づ
く
り
の
有
り
様
と
精
神
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
受
け

皿
、
土
台
、
懐
の
深
さ
と
も
言
え
よ
う
も
の
に
焦
点
を
絞
る
よ
う
に
心
が

け
た
。
昨
今
は
「
も
の
づ
く
り
か
ら
こ
と
づ
く
り
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
は
、
見
た
目
や
目
先
、
側が

わ

だ
け
で
は
騙
さ
れ
な
い
し
っ
か

り
と
し
た
も
の
づ
く
り
に
お
け
る
動
機
、
理
由
や
由
縁
、
物
語
が
必
要
と

な
り
そ
の
背
景
と
な
る
歴
史
も
含
め
た
総
体
が
価
値
と
し
て
判
断
さ
れ
て

き
て
い
る
と
感
じ
る
。
良
い
意
味
で
「
目
利
き
」
が
必
要
な
時
代
に
な
っ

て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

近
江
学
研
究
所
の『
研
究
紀
要
』第
三
号
～
第
六
号
ま
で
四
回
に
わ
た
っ

て
「
近
江
の
水
を
め
ぐ
る
」
と
題
し
て
水
源
に
つ
い
て
記
す
機
会
を
い
た

だ
い
た
。
水
源
を
辿
る
こ
と
は
水
脈
を
辿
る
こ
と
で
も
あ
る
。
辿
る
プ
ロ

セ
ス
に
お
い
て
必
ず
そ
の
周
辺
に
生
業
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
後
世
の
我
々

に
告
げ
る
も
の
づ
く
り
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
物
言
わ
ぬ
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
存

在
す
る
。
誰
か
ら
も
頼
ま
れ
る
こ
と
な
く
美
術
表
現
を
志
す
私
が
い
ち
早

く
そ
れ
に
気
づ
き
、
感
じ
取
り
、
伝
え
て
い
き
た
い
気
持
ち
で
い
る
。
ま

た
そ
の
も
の
づ
く
り
を
決
定
づ
け
る
条
件
が
整
っ
て
い
る
こ
と
や
、
そ
れ

を
許
す
環
境
が
他
な
ら
ぬ
〝
近
江
の
懐
〟
そ
の
も
の
で
あ
る
と
感
じ
て
い

る
。
ま
ず
は
水
源
を
求
め
水
脈
を
辿
る
。
主
要
幹
線
道
路
か
ら
小
道
を
抜

リベットとそのミシン

アーケードの裏手にファクトリーがある

感
じ
る
。
み
ん
な
で
次
世
代
を
支
え
合
う
時
代
の
到
来
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン

ド
名
に
あ
る「
Ｏ
ｎ
ｅ�

Ｐ
ｉ
ｅ
ｃ
ｅ�

ｏ
ｆ�
Ｒ
ｏ
ｃ
ｋ
」に
は「
一
枚
岩
」

の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
時
代
に
道
標
の
あ
る
町
の
元
気
な
職
人
に
は

次
の
行
き
先
が
見
え
て
い
る
。

追
記� �

　

二
〇
一
六
年
十
二
月
よ
り
二
〇
一
七
年
三
月
ま
で
滋
賀
県
文
化
振
興
事

業
団
、
二
〇
一
七
年
四
月
よ
り
二
〇
一
七
年
九
月
ま
で
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
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け
街
道
筋
へ
、
宿
場
町
を
探
り
出
し
そ
こ
に
は
必
ず
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
が
い

る
。
そ
の
よ
う
な
出
会
い
を
求
め
な
が
ら
探
究
を
持
続
し
た
い
と
意
気
込

ん
で
い
る
。
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編 集 後 記
　今冬は、韓国平昌でのオリンピックに日本中が沸いています。世界がつながって

いると感じると共に、たくさんのかけがえのない文化や人で世界が成り立っている

ことを実感します。

　本紀要では本学研究員から４編の論考が寄せられました。小嵜研究員は、福田平

八郎が昭和七年に琵琶湖を描いた「漣」の作風の特色について画家のことばを引用

して考察しています。吉村研究員は、奥琵琶湖の菅浦集落を訪ね、聞き取りによる人々

の暮らしやその変遷を紹介しています。この２編は、本研究所発行「文化誌近江学 

第10号（琵琶湖特集号）」に掲載した記事に字数の制約などで割愛した内容などを補

足したものです。合わせてお読みいただけると幸いです。加藤研究員は、本学近郊

の仰木集落に息づく地蔵信仰について掘り下げて検証しています。石川研究員は、

近江にいきづく生業を支え伝える人、もの、手技、精神などとの出会いを、聞き取

りを通して紹介しています。

　いずれも、近江という地域の持つ個別性、固有性を深く掘り下げることにより、

幅広く多くの人たちが共感する普遍的な美、新しい価値観や再発見につながってい

ます。この先の未来につながるような研究を今後も積み重ねてまいります。よろし

くお願いいたします。

 編集担当　永江　弘之（附属近江学研究所研究員）





成安造形大学附属近江学研究所紀要　第７号
発行日　平成30年３月26日

発　行　学校法人京都成安学園　成安造形大学　附属近江学研究所
　　　　〒520-0248　滋賀県大津市仰木の里東４-３-１
　　　　電話　077-574-2118

発行者　西久松吉雄

編　集　成安造形大学附属近江学研究所

印刷所　宮川印刷株式会社

©Seian University of Art and Design 2018
ISSN 2186-6937


