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問
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く
り
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ピ
ッ
ク
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ま
ち
づ
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り
ト
ピ
ッ
ク
ス

　

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
の
人
が「
経
済
成
長
は
社
会

の
た
め
に
必
須
だ
」と
考
え
て
き
ま
し
た
。し
か
し
近

年
、温
暖
化
を
は
じ
め
と
す
る
環
境
問
題
の
影
響
が

明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
、〝
経
済
成
長
〞や〝
G
D
P
〞

や〝
真
の
幸
せ
の
た
め
の
経
済
や
社
会
の
あ
り
方
〞に

つ
い
て
し
っ
か
り
考
え
よ
う
と
い
う
動
き
が
盛
ん
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。

　

地
球
温
暖
化
も
生
物
多
様
性
の
危
機
も
、問
題

の「
症
状
」の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。こ
う
し
た
多
く

の
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
は
、有
限
の
地
球
の

う
え
で
、無
限
の
経
済
成
長
を
求
め
る
構
造
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
た
ち
は
、農
作
物
や
水
、木
材
や
鉱
物
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
資
源
を
地
球
か
ら
取
り
出
し
、加
工
し
て

消
費
す
る
こ
と
で
経
済
活
動
を
営
ん
で
い
ま
す
。私

た
ち
の
暮
ら
し
や
経
済
・
社
会
か
ら
出
る
ご
み（
CO₂
や

さ
ま
ざ
ま
な
廃
棄
物
）は
、地
球
に
吸
収
し
て
も
ら
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
私
た
ち
の
経
済
活
動
を「
供
給
源
」か

つ「
吸
収
源
」と
し
て
支
え
て
く
れ
て
い
る
地
球
は
、

46
億
年
前
に
誕
生
し
て
以
来
、少
し
も
大
き
く
な
っ

て
い
ま
せ
ん
。つ
ま
り
そ
の
大
き
さ
に
は
限
り
が
あ
る

―
―

「
有
限
」な
の
で
す
。と
す
れ
ば
、地
球
の「
供

給
源
」も「
吸
収
源
」も
有
限
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

有
限
の
地
球
上
で
、経
済
が
い
つ
ま
で
も
成
長
し
つ
づ

枝廣　淳子 （えだひろ　じゅんこ）

経
済
成
長
の
ジ
レ
ン
マ
か
ら

  

本
当
の
意
味
で

 

幸
せ
な
未
来
へ

経
済
成
長
の
ジ
レ
ン
マ
か
ら

経
済
成
長
の
ジ
レ
ン
マ
か
ら

    

本
当
の
意
味
で

本
当
の
意
味
で

 

幸
せ
な
未
来
へ

幸
せ
な
未
来
へ枝

廣　

淳
子

幸
せ
経
済
社
会
研
究
所 

所
長

環
境
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

近
江
八
幡
商
工
会
議
所 

副
会
頭

け
れ
ば
、い
つ
か
必
ず
、地
球

の
限
界
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
50
年
間
に
世
界
経

済
は
５
倍
以
上
に
成
長
し

ま
し
た
。そ
れ
に
伴
い
、食
糧

の
生
産
量
は
約
2.5
倍
に
、水

の
使
用
量
は
２
倍
に
、パル
プ

と
紙
の
生
産
の
た
め
の
木
材

伐
採
量
は
３
倍
に
増
え
て
い
ま
す
。

　

世
界
中
で
紙
の
需
要
は
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
る
の

に
、原
料
の
木
材（
森
林
）が
同
じ
ス
ピ
ー
ド
で
成
長

で
き
な
か
っ
た
ら
？
世
界
の
森
林
は
減
っ
て
い
き
ま

す
。ま
さ
に
そ
れ
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
す
。降
っ
た
雨

が
地
面
か
ら
浸
透
し
、地
下
に
溜
ま
る
速
度
よ
り
も

速
い
ペ
ー
ス
で
地
下
水
を
汲
み
上
げ
た
と
し
た
ら
？

　

地
下
水
は
い
つ
か
か
ら
っ
ぽ
に
な
り
、そ
れ
以
上
汲

み
上
げ
ら
れ
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。い
ま
ま
さ
に
世
界

各
地
で
そ
れ
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

私
た
ち
の
経
済
活
動
は
、有
限
の
地
球
が
支
え
ら

れ
る
範
囲
内
で
し
か
続
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。し

か
し
、私
た
ち
の
経
済
は
す
で
に
地
球
の
支
え
ら
れ

る
限
界
を
超
え
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
で
も
、今

な
お
私
た
ち
は
経
済
を
成
長
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
す
。

　
一
方
で
、現
在
の
社
会
や
経
済
の
構
造
が〝
成
長
〞

を
基
盤
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
、経
済
成
長
を
や
め
れ

ば
社
会
の
安
定
を
損
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。し
た
が
っ

て
、現
状
で
は
ほ
と
ん
ど
の
政
府
が「
経
済
成
長
」や

「
G
D
P
成
長
」を
国
の
政
策
の
基
盤
に
置
い
て
い

ま
す
。

　
「
現
在
の
経
済
・
社
会
シ
ス
テ
ム
の
中
で
は
経
済
成

長
を
続
け
な
い
と
雇
用
や
生
活
が
不
安
定
に
な
っ
て

し
ま
う
」一
方
、「
地
球
の
資
源
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
、CO₂
吸

収
源
な
ど
の
限
界
を
考
え
れ
ば
、永
遠
に
経
済
成

長
を
続
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」と
い
う
状
況

は
、「
経
済
成
長
の
ジ
レ
ン
マ
」と
呼
ば
れ
ま
す
。世
界

で
最
初
に
G
D
P
至
上
主
義
か
ら
の
脱
却
を
う
た
っ

た
の
は
ブ
ー
タ
ン
で
す
が
、近
年
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ル
コ
ジ

大
統
領
が
サ
ル
コ
ジ
報
告
を
出
し
、英
国
の
持
続
可

能
な
発
展
委
員
会
が「
成
長
な
き
繁
栄
」と
い
う
報

告
書
を
出
す
な
ど
、研
究
者
の
み
な
ら
ず
政
府
や

政
治
家
も
大
き
く
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。日
本
の
政
府
に
も
幸
福
度
指
標
を
定
め
よ
う

と
い
う
動
き
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

　
「
社
会
や
経
済
を
不
安
定
に
す
る
こ
と
な
く
、ど

う
地
球
の
限
界
と
折
り
合
い
を
つ
け
、真
に
幸
せ
な

 

去
る
４
月
に
産・官・学・民
の
連
携
に
よ
る
ま
ち
づ

く
り
を
め
ざ
し
て
、近
江
八
幡
市
と
滋
賀
県
立
大

学
、安
土
町
商
工
会
、近
江
八
幡
商
工
会
議
所
の
四

者
で
連
携
協
定
を
締
結
し
、６
月
に
は
四
者
と
学
識

経
験
者
と
で
組
織
す
る「
ま
ち
づ
く
り
懇
話
会
」を

設
置
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

四
者
は
、従
来
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
ま
ち
づ
く
り
に

取
り
組
ん
で
き
て
い
ま
す
が
、今
回
の
協
定
に
よ
って

取
り
組
み
の
輪
を
広
げ
、文
化
振
興・産
業
振
興・地

域
活
性
化・省
エ
ネ
ル
ギ
ー
型
の
く
ら
し
な
ど
、地
域

社
会
の
発
展
と
人
材
育
成
に
相
互
協
力
し
て
い
き

ま
す
。当
協
定
に
も
と
づ
く
取
組
の
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ

に「
自
然
を
尊
び
、自
然
に
学
ぶ
」を
掲
げ
て
い
ま
す

が
、今
回
の
大
震
災
に
よ
り
、「
人
間
が
自
然
と
ど
の

よ
う
に
関
わ
り
、共
存
す
る
の
か
」、ま
た「
大
量
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
型
の
今
の
暮
ら
し
を
ど
の
よ
う
に
転

換
す
る
の
か
」な
ど
、「
安
全・安
心
の
ま
ち
づ
く
り
」

の
視
点
か
ら
も
議
論
と
連
携
が
必
要
と
考
え
て
い

ま
す
。社

会
を
築
い
て
い
く
か
」「
社
会
の
真
の
進
歩
や
幸
せ

を
何
に
よ
っ
て
測
る
の
か
」は
、今
後
の
政
府
、自
治

体
、企
業
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
組
織
、そ
し
て

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て
避
け
る
こ
と
の
で
き
な

い
課
題
で
す
。

　

今
回
の
東
日
本
大
震
災
は
、短
期
的
な
経
済

効
率
だ
け
で
は
な
く
、中
長
期
的
な
レ
ジ
リ
ア
ン
ス

（
し
な
や
か
な
強
さ
）が
社
会
に
と
っ
て
も
、企
業
や

個
人
に
と
っ
て
も
大
事
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

ま
し
た
。

● 

ど
う
や
っ
て
私
た
ち
の
時
間
軸
を

　

 

伸
ば
し
て
い
け
る
の
か
？

● 

ど
う
し
た
ら
現
在
の
指
標
を

 　

変
え
て
い
け
る
の
か
？

● 

地
域
の
力
と
は
何
か
？

● 

ど
う
や
っ
て
そ
れ
を

　
 

作
り
出
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
？

―
―

ど
れ
も
こ
れ
か
ら
答
え
を
作
っ
て
い
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
大
事
な
問
い
で
す
。み
な
さ
ん
と
一
緒
に
考

え
を
深
め
ら
れ
る
こ
と
を
た
の
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

「
商
売
は
菩
薩
の
業
、商
売
道
の
尊
さ
は
、売

「
商
売
は
菩
薩
の
業
、商
売
道
の
尊
さ
は
、売

り
買
い
い
ず
れ
を
も
益
し
、世
の
不
足
を
う

り
買
い
い
ず
れ
を
も
益
し
、世
の
不
足
を
う

ず
め
、御
仏
の
心
に
か
な
う
も
の
。利
真
於

ず
め
、御
仏
の
心
に
か
な
う
も
の
。利
真
於

勤（
り
は
つ
と
む
る
に
お
い
て
し
ん
な
り
）」

勤（
り
は
つ
と
む
る
に
お
い
て
し
ん
な
り
）」

　

こ
れ
は
現
代
の
商
社「
丸
紅
」創
始
者
初
代
伊

藤
忠
兵
衛
の
座
右
銘
で
す
。商
い
の
目
的
は
お
金

も
う
け
で
は
な
く
世
間
を
益
す
る
こ
と
、そ
の
た

め
に
は
世
間
の
不
足
を
う
ず
め
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
御
仏
の
心
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
で
す
。こ
れ
は
仏
教
の
原
点
で
も
あ
る「
諸
法

無
我
」の
教
え
に
通
ず
る
考
え
方
で
あ
り
、自
然

の
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
一
方
、今
、世
の
中
は
お
金
で
お
金
を
う
み
だ

し
、時
価
総
額
の
極
大
化
を
は
か
る
こ
と
が
経
営

の
主
た
る
目
的
で
あ
る
風
潮
が
は
び
こ
って
い
ま

す
。し
か
し
こ
れ
は
商
い
の
原
点
か
ら
お
お
き
く

外
れ
た
行
為
で
あ
り
、極
論
す
れ
ば
人
類
の
お
ご

り
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
お
ご
り
が
結
局
自
然
を
破
壊
し
、人
心

を
醜
い
も
の
に
し
、殺
伐
と
し
た
世
の
中
を
作
り

出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

自
然
と
は
優
し
く
す
る
も
の
で
は
な
く
、お
そ

れ
敬
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

幸
せ
と
は
何
か
を
思
っ
た
時
、そ
れ
は一人
ひ
と

り
が
足
る
を
知
り
、諸
行
は
無
常
で
あ
る
と
い
う

考
え
方
で
か
ら
し
か
生
ま
れ
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

近
江
商
人
の「
世
間
よ
し
」と
は
商
い
を
通
じ

て
美
し
い
心
の
世
間
を
作
り
出
す
こ
と
に
あ
る

と
思
う
の
で
す
。

東京大学大学院教育心理学専攻修士課程修了。
通訳者、翻訳者、環境ジャーナリスト。著書『 枝廣
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今
か
ら
十
五･

六
年
前
で
あ
る
。安
土
の
小
学
四
年
生

の
男
の
子
が「
ボ
ク
の
宝
物
は
夕
日
に
光
る
西
の
湖
で
す
」

と
い
う
意
味
の
作
文
を
書
い
て
い
て
、こ
の
子
の
感
性
の
透

明
さ
に
い
た
く
感
動
し
た
こ
と
が
あ
る
。以
来
、西
の
湖
を

見
る
と
そ
の
坊
や
の
こ
と
を
思
い
出
す
の
だ
が
、平
成
十

八
年
一
月
、こ
の
西
の
湖
周
辺
が
国
の〈
重
要
文
化
的
景

観
〉に
選
定
さ
れ
た
と
き
も
、そ
の
坊
や
の
こ
と
を
思
い
出

し
た
。今
は
き
っ
と
カ
ッ
コ
イ
イ
青
年
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う

そ
の
坊
や
が
、小
学
生
の
と
き
に
書
い
た
作
文
な
ど
覚
え

て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、お
ば
さ
ん
は
あ
な
た
の
書
い
た

作
文
、覚
え
て
い
る
よ
、と…

。

　

重
要
文
化
的
景
観
。選
定
さ
れ
た
名
称
は「
近
江
八

幡
の
水
郷
」で
、白
王
町
、円
山
町
、北
之
庄
町
、南
津
田

町
の
約
３
５
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
。あ
の
坊
や
が「
宝
物
」と
思
っ

た
辺
り
の
風
景
は
今
後
も
、彼
の
好
き
な
風
景
の
ま
ま
で

い
る
は
ず
だ
。〈
文
化
的
景
観
〉と
は
、た
と
え
ば
仏
像
や

書
画…

等
々
の
文
化
財
と
は
違
う
。《
人
が
日
々
の
暮
ら

し
を
通
し
て
残
し
て
き
た
景
観
》を
言
い
、そ
の
中
で
も
特

に《
日
本
の
暮
ら
し
を
理
解
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
重
要

な
景
観
》が〈
重
要
文
化
的
景
観
〉と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

現
在
全
国
で
二
十
一
件
が
選
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、第
一

号
が
こ
の「
近
江
八
幡
の
水
郷
」で
あ
っ
た
。つ
ま
り
こ
こ

は
、日
本
の
生
活
や
生
業
の
原
点
を
包
含
し
、守
り
伝
え

て
い
る
地
な
の
で
あ
る
。西
の
湖
の
北
西
隅
に
残
る
湖
上
の

飛
び
地「
権
座（
ご
ん
ざ
）」な
ど（
ご
ん
ざ
は
字
名
）、今

も
田
ん
ぼ
に
行
く
の
に
田
舟
で
渡
る
。

　
「
暮
ら
し
」と
い
う
も
の
は
、〈
こ
の
環
境
〉の
中
で
構
築

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。〈
こ
の
環
境
〉で
生
を
受
け
、育
っ
た

も
の
が〈
こ
の
環
境
の
生
き
物
た
ち
〉な
の
で
あ
る
。生
き

物
は
気
候
や
地
形
や
地
質
や…

い
ろ
ん
な
自
然
条
件
の

も
と
に
生
命
を
つ
な
ぎ
、暮
ら
し
を
築
く
。動
物
も
植
物

も
、も
ち
ろ
ん
人
間
も
。環
境
が
変
わ
れ
ば
暮
ら
し
方
も

変
わ
る
。小
さ
な
生
き
物
た
ち
は
そ
の
影
響
を
す
ぐ
受
け

て
し
ま
う
が
、人
間
は
環
境
が
変
わ
っ
て
も
な
ん
と
な
く
馴

じ
ん
で
し
ま
う
。影
響
は
す
ぐ
に
は
判
ら
な
い
。長
い
長
い

宇
宙
時
間
を
か
け
て
変
わ
っ
て
い
く
か
ら
、危
機
意
識
は

甚
だ
緩
慢
だ
。そ
の
結
果
、〈
こ
の
環
境
〉よ
り〈
便
利
〉を

選
ん
で
し
ま
う
。

　

そ
ん
な
中
で
風
景
も
大
切
な

「
宝
」だ
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。重
要
文
化
的
景
観
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
風
景
は
勝
手
に
変
え

ら
れ
な
い
。風
景
を
守
り
た
い
、と

い
う
人
々
の
願
い
が
こ
の
風
景
を

「
宝
」に
し
た
の
だ
が
、そ
れ
は
困

る
、と
い
う
人
も
あ
る
だ
ろ
う
。

「
宝
」に
な
る
と
、暮
ら
し
に
些
か
の

制
限
が
か
か
る
。だ
か
ら
、ホ
ン
ト
は

こ
ん
な
広
い
エ
リ
ア
に「
宝
」の
網
を
被
せ
る
な
ん
て
、大
変

な
こ
と
な
の
で
あ
る
。そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
の
は
、ヘ
ド
ロ
の

た
ま
っ
た
八
幡
堀
を
蘇
ら
せ
、眠
っ
て
い
た
近
江
商
人
の
屋

敷
を
目
覚
め
さ
せ
た
近
江
八
幡
の
人
々
の
意
識
の
在
り

方
。…

と
考
え
る
と
、八
幡
堀
再
生
は
、八
幡
堀
を
蘇
ら
せ

た
だ
け
で
な
く
、人
々
に「
考
え
る
」こ
と
、「
行
動
す
る
」

こ
と
の
大
切
さ
を
明
示
し
た
運
動
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

序
で
な
が
ら
、近
江
の
先
人
の一
人
に
日
本
の
陽
明
学
の

祖
中
江
藤
樹
が
い
る
。陽
明
学
の
論
に「
知
行
合
一
」と
い

う
考
え
が
あ
る
。「
知
識
と
行
動
は
同
じ
で
あ
っ
て
こ
そ
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。つ
ま
り
、「
知
っ
て
い
て
行
動
を
起
こ

さ
な
い
の
は
知
ら
な
い
の
と
同
じ
」と
い
う
意
味
だ
が
、近

江
八
幡
で
は
人
々
が
動
い
た
の
で
あ
る
。十
数
年
前
の
小

学
四
年
生
は
今
、二
十
五･

六
歳…

の
は
ず
。近
江
八
幡
の

〈
次
な
る
力
〉が
確
実
に
育
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

風
景
。そ
れ
は
人
が
守
っ
て
い
く
も
の
。そ
し
て
風
景
は

人
を
育
て
て
く
れ
る
も
の
、と
私
は
考
え
て
い
る
。そ
れ
を

感
じ
さ
せ
て
も
ら
え
る
町
は「
風
が
い
い
町
」。吹
く
風
は

も
ち
ろ
ん
、風
景
、風
情
、風
貌
、風
格
、そ
し
て
風
土…

。

「
ボ
ク
の
宝
物
は
近
江
八
幡
の
風
で
す
」…

…

な
ん
て
言
う

子
ど
も
た
ち
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
と
い
い
な
、と
思
う
。

　

因
み
に
、中
江
藤
樹
を
師
と
仰
い
だ
熊
沢
蕃
山
の
祖
母

は
近
江
八
幡
桐
原
出
身
で
、蕃
山
も
若
い一
時
期
、桐
原
に

住
ん
で
い
た
。近
江
八
幡
に
知
行
合
一の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
感
じ
る

理
由
の一つ
で
あ
る
。

西本　梛枝 （にしもと　なぎえ）

「
風
景
」

「
風
景
」は…

…
…
…

西
本　

梛
枝

旅
行
作
家

日本ペンクラブ会員・日本詩人クラブ会員。
主な著書に各地の旅のガイドブックのほか、
「鳰の浮巣」（サンライズ出版）「湖の風回廊」
（東方出版）や詩集など。

　

天
正
十
三
年（
1
5
8
5
）、琵
琶
湖
の
中
央
部
東

側
に
豊
臣
秀
次
が
八
幡
城
を
築
城
し
、現
在
の
近
江
八

幡
市
の
歴
史
が
始
ま
っ
た
。秀
次
が
こ
の
土
地
を
選
ん
だ

最
大
の
理
由
は
水
利
で
あ
る
。東
西
を
結
ぶ
街
道
に
近

く
、町
の
中
心
部
か
ら
西
の
湖
を
通
じ
て
琵
琶
湖
に
船

を
出
す
こ
と
が
で
き
る
点
は
、楽
市（
信
長
や
秀
吉
が
城

下
で
行
っ
た
自
由
経
済
政
策
）を
設
定
し
て
商
工
人
を

呼
び
寄
せ
る
に
最
も
適
し
て
い
た
と
い
え
る
。秀
次
は
早

速
八
幡
堀
を
開
削
し
、商
工
人
を
定
住
さ
せ
て
活
発
な

町
づ
く
り
を
行
っ
た
。

　

文
禄
四
年（
1
5
9
5
）に
八
幡
城
は
廃
城
と
な
る

が
、町
は
そ
の
ま
ま
残
り
、そ
こ
で
活
躍
し
て
い
た
い
わ
ゆ

る
近
江
商
人
は
こ
の
地
の
利
を
活
か
し
て
近
世
に
発
展

を
遂
げ
た
。

　

こ
の
地
の
近
江
商
人（
八
幡
商
人
）は
湿
地
に
群
生

す
る
湿
性
植
物
を
原
料
と
す
る
畳
表（
近
江
表
）や
麻

織
物（
近
江
上
布
）、蚊
帳
、簾
、よ
し
ず
な
ど
を
全
国
に

商
品
と
し
て
流
通
さ
せ
た
。

　
「
ふ
と
ん
の
西
川
」で
知
ら
れ
る
西
川
産
業（
株
）の

創
業
者
西
川
仁
右
衛
門
は
秀
次
の
楽
市
令
で
八
幡
に

移
住
し
た
商
人
の一
人
で
あ
る
。二
代
目
西
川
甚
五
郎
は

取
り
扱
う
商
品
を
地
元
で
大
量
に
産
出
さ
れ
る
イ
グ

サ
を
原
料
と
す
る
畳
表
と
蚊
帳
に
絞
り
、販
路
を
東
日

本
に
広
げ
た
。そ
し
て
豊
臣
氏
か
ら
徳
川
氏
に
覇
権
が

移
っ
た
後
の
元
和
元
年（
1
6
1
5
）、五
街
道
の
拠
点

で
あ
る
江
戸
日
本
橋
に
店
を
出
し
西
川
家
発
展
の
礎

を
築
い
た
。

　

近
代
に
入
り
鉄
道
が
敷
か
れ
、自
動
車
道
が
整
備
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
と
物
流
が
変
わ
り
、近
世
の
八
幡
の

発
展
は
陰
り
を
見
せ
た
。

　

し
か
し
、こ
の
町
が
そ
の
ま
ま
近
代
化
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
は
か
え
っ
て
幸
運
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。町
の

中
心
は
鉄
道
や
自
動
車
道
の
側
に
移
っ
た
た
め
、近
世

の
城
下
町
の
雰
囲
気
が
自
然
な
か
た
ち
で
そ
の
ま
ま
保

護
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

特
に
八
幡
堀
か
ら
西
の
湖
、そ
し
て
琵
琶
湖
に
繋
が

る
水
郷
は「
近
江
八
幡
の
水
郷
」と
し
て
平
成
十
八
年

（
2
0
0
6
）、国
の
重
要
文
化
的
景
観
の
第
1
号
と
し

て
選
定
さ
れ
た
。現
在
、近
江
八

幡
市
白
王
町
、円
山
町
、北
之

庄
町
、南
津
田
町
他
の
公
有
水

面
、葦
地
、集
落
、農
地
、里
山

を
含
む
約
3
5
4
ヘ
ク
タ
ー
ル

が
重
要
文
化
的
景
観
と
な
っ
て

い
る
。

　

こ
の
景
観
の
中
に
含
ま
れ
る

西
の
湖
の
湖
上
に「
権
座
」と
呼
ば
れ
る
約
1・5
ヘ
ク
タ
ー

ル
の
小
さ
な
離
島
が
あ
る
。西
の
湖
の
湖
岸
は
ヨ
シ
の
湿

地
が
広
が
っ
て
お
り
、近
世
か
ら
村
人
は
農
地
を
広
げ

る
た
め
に
、日
常
的
に「
地
先
」と
呼
ば
れ
る
湖
に
面
し

た
村
落
の
湿
地
帯
を
埋
め
立
て
て
い
た
。「
権
座
」は
白

王
町
と
円
山
町
に
挟
ま
れ
た
沖
合
に
あ
り
、こ
の
よ
う

に
ヨ
シ
を
埋
め
立
て
て
で
き
た
農
地
で
あ
る
。現
在
は
白

王
町
の
住
民
が
酒
米
を
つ
く
っ
て
い
る
と
い
う
。権
座
に

架
か
る
橋
は
な
く
、今
も
田
舟
を
使
っ
て
農
機
具
を
運

ん
で
い
る
が
、危
険
性
の
間
題
や
一
般
的
な
農
地
に
比
べ

て
耕
作
に
費
用
が
か
か
る
た
め
、耕
作
面
積
は
減
っ
て
き

て
い
る
。

　

近
年
そ
の「
権
座
」で
の
耕
作
を
守
ろ
う
と
い
う
運

動
が
あ
る
。コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
な
く
自
然
の
岸
を
持
つ
権

座
で
耕
作
を
す
る
こ
と
は
、琵
琶
湖
や
西
の
湖
に
住
む

固
有
の
生
物
の
窠
を
つ
く
り
、栄
養
分
を
供
給
す
る
こ

と
に
な
る
。生
物
多
様
性
が
叫
ば
れ
る
中
、権
座
や
ヨ
シ

の
湿
地
を
保
護
し
、近
世
の
生
活
の
慣
習
を
見
直
そ
う

と
す
る
働
き
か
け
は
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　

近
江
八
幡
の
水
郷
の
風
景
は
な
ぜ
か
見
る
人
の
心
を

和
ま
せ
て
く
れ
る
。人
は
そ
の
水
郷
の
風
景
を
か
た
ち

と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、視
覚
的
に
は
見
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、そ
の
水
面
下
に
あ
る
生
態
系
の
循
環

も
含
め
て
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。か
た
ち
と

し
て
見
え
る
景
観
だ
け
で
な
く
そ
こ
で
生
活
す
る
人
々

の
営
み
も
含
め
て
後
世
に
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
感
じ
た
。

加藤　賢治 （かとう　けんじ）

『
近
江
八
幡

『
近
江
八
幡
の
水
郷
』

水
郷
』

加
藤　

賢
治

成
安
造
形
大
学
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属
近
江
学
研
究
所

研
究
員

日本の里百選円山の風景（琵琶湖ヨシ紙にヨシペンで描く：井上 弘）

1967年 京都生まれ。
立命館大学卒業。佛教大学大学院修了。
滋賀県立大学大学院後期博士課程単位習得 退学。
成安造形大学附属近江学研究所研究員として、
近江（滋賀県）をフィールドに宗教民俗の研究を
続けている。
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講
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の
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1

ま
ち
づ
く
り
ト
ピ
ッ
ク
ス

ま
ち
づ
く
り
ト
ピ
ッ
ク
ス

　

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
の
人
が「
経
済
成
長
は
社
会

の
た
め
に
必
須
だ
」と
考
え
て
き
ま
し
た
。し
か
し
近

年
、温
暖
化
を
は
じ
め
と
す
る
環
境
問
題
の
影
響
が

明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
、〝
経
済
成
長
〞や〝
G
D
P
〞

や〝
真
の
幸
せ
の
た
め
の
経
済
や
社
会
の
あ
り
方
〞に

つ
い
て
し
っ
か
り
考
え
よ
う
と
い
う
動
き
が
盛
ん
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。

　

地
球
温
暖
化
も
生
物
多
様
性
の
危
機
も
、問
題

の「
症
状
」の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。こ
う
し
た
多
く

の
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
は
、有
限
の
地
球
の

う
え
で
、無
限
の
経
済
成
長
を
求
め
る
構
造
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
た
ち
は
、農
作
物
や
水
、木
材
や
鉱
物
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
資
源
を
地
球
か
ら
取
り
出
し
、加
工
し
て

消
費
す
る
こ
と
で
経
済
活
動
を
営
ん
で
い
ま
す
。私

た
ち
の
暮
ら
し
や
経
済
・
社
会
か
ら
出
る
ご
み（
CO₂
や

さ
ま
ざ
ま
な
廃
棄
物
）は
、地
球
に
吸
収
し
て
も
ら
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
私
た
ち
の
経
済
活
動
を「
供
給
源
」か

つ「
吸
収
源
」と
し
て
支
え
て
く
れ
て
い
る
地
球
は
、

46
億
年
前
に
誕
生
し
て
以
来
、少
し
も
大
き
く
な
っ

て
い
ま
せ
ん
。つ
ま
り
そ
の
大
き
さ
に
は
限
り
が
あ
る

―
―

「
有
限
」な
の
で
す
。と
す
れ
ば
、地
球
の「
供

給
源
」も「
吸
収
源
」も
有
限
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

有
限
の
地
球
上
で
、経
済
が
い
つ
ま
で
も
成
長
し
つ
づ

枝廣　淳子 （えだひろ　じゅんこ）

経
済
成
長
の
ジ
レ
ン
マ
か
ら

  

本
当
の
意
味
で

 

幸
せ
な
未
来
へ

経
済
成
長
の
ジ
レ
ン
マ
か
ら

経
済
成
長
の
ジ
レ
ン
マ
か
ら

    

本
当
の
意
味
で

本
当
の
意
味
で

 

幸
せ
な
未
来
へ

幸
せ
な
未
来
へ枝

廣　

淳
子

幸
せ
経
済
社
会
研
究
所 

所
長

環
境
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

近
江
八
幡
商
工
会
議
所 

副
会
頭

け
れ
ば
、い
つ
か
必
ず
、地
球

の
限
界
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
50
年
間
に
世
界
経

済
は
５
倍
以
上
に
成
長
し

ま
し
た
。そ
れ
に
伴
い
、食
糧

の
生
産
量
は
約
2.5
倍
に
、水

の
使
用
量
は
２
倍
に
、パル
プ

と
紙
の
生
産
の
た
め
の
木
材

伐
採
量
は
３
倍
に
増
え
て
い
ま
す
。

　

世
界
中
で
紙
の
需
要
は
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
る
の

に
、原
料
の
木
材（
森
林
）が
同
じ
ス
ピ
ー
ド
で
成
長

で
き
な
か
っ
た
ら
？
世
界
の
森
林
は
減
っ
て
い
き
ま

す
。ま
さ
に
そ
れ
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
す
。降
っ
た
雨

が
地
面
か
ら
浸
透
し
、地
下
に
溜
ま
る
速
度
よ
り
も

速
い
ペ
ー
ス
で
地
下
水
を
汲
み
上
げ
た
と
し
た
ら
？

　

地
下
水
は
い
つ
か
か
ら
っ
ぽ
に
な
り
、そ
れ
以
上
汲

み
上
げ
ら
れ
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。い
ま
ま
さ
に
世
界

各
地
で
そ
れ
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

私
た
ち
の
経
済
活
動
は
、有
限
の
地
球
が
支
え
ら

れ
る
範
囲
内
で
し
か
続
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。し

か
し
、私
た
ち
の
経
済
は
す
で
に
地
球
の
支
え
ら
れ

る
限
界
を
超
え
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
で
も
、今

な
お
私
た
ち
は
経
済
を
成
長
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
す
。

　
一
方
で
、現
在
の
社
会
や
経
済
の
構
造
が〝
成
長
〞

を
基
盤
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
、経
済
成
長
を
や
め
れ

ば
社
会
の
安
定
を
損
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。し
た
が
っ

て
、現
状
で
は
ほ
と
ん
ど
の
政
府
が「
経
済
成
長
」や

「
G
D
P
成
長
」を
国
の
政
策
の
基
盤
に
置
い
て
い

ま
す
。

　
「
現
在
の
経
済
・
社
会
シ
ス
テ
ム
の
中
で
は
経
済
成

長
を
続
け
な
い
と
雇
用
や
生
活
が
不
安
定
に
な
っ
て

し
ま
う
」一
方
、「
地
球
の
資
源
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
、CO₂
吸

収
源
な
ど
の
限
界
を
考
え
れ
ば
、永
遠
に
経
済
成

長
を
続
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」と
い
う
状
況

は
、「
経
済
成
長
の
ジ
レ
ン
マ
」と
呼
ば
れ
ま
す
。世
界

で
最
初
に
G
D
P
至
上
主
義
か
ら
の
脱
却
を
う
た
っ

た
の
は
ブ
ー
タ
ン
で
す
が
、近
年
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ル
コ
ジ

大
統
領
が
サ
ル
コ
ジ
報
告
を
出
し
、英
国
の
持
続
可

能
な
発
展
委
員
会
が「
成
長
な
き
繁
栄
」と
い
う
報

告
書
を
出
す
な
ど
、研
究
者
の
み
な
ら
ず
政
府
や

政
治
家
も
大
き
く
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。日
本
の
政
府
に
も
幸
福
度
指
標
を
定
め
よ
う

と
い
う
動
き
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

　
「
社
会
や
経
済
を
不
安
定
に
す
る
こ
と
な
く
、ど

う
地
球
の
限
界
と
折
り
合
い
を
つ
け
、真
に
幸
せ
な

 

去
る
４
月
に
産・官・学・民
の
連
携
に
よ
る
ま
ち
づ

く
り
を
め
ざ
し
て
、近
江
八
幡
市
と
滋
賀
県
立
大

学
、安
土
町
商
工
会
、近
江
八
幡
商
工
会
議
所
の
四

者
で
連
携
協
定
を
締
結
し
、６
月
に
は
四
者
と
学
識

経
験
者
と
で
組
織
す
る「
ま
ち
づ
く
り
懇
話
会
」を

設
置
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

四
者
は
、従
来
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
ま
ち
づ
く
り
に

取
り
組
ん
で
き
て
い
ま
す
が
、今
回
の
協
定
に
よ
って

取
り
組
み
の
輪
を
広
げ
、文
化
振
興・産
業
振
興・地

域
活
性
化・省
エ
ネ
ル
ギ
ー
型
の
く
ら
し
な
ど
、地
域

社
会
の
発
展
と
人
材
育
成
に
相
互
協
力
し
て
い
き

ま
す
。当
協
定
に
も
と
づ
く
取
組
の
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ

に「
自
然
を
尊
び
、自
然
に
学
ぶ
」を
掲
げ
て
い
ま
す

が
、今
回
の
大
震
災
に
よ
り
、「
人
間
が
自
然
と
ど
の

よ
う
に
関
わ
り
、共
存
す
る
の
か
」、ま
た「
大
量
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
型
の
今
の
暮
ら
し
を
ど
の
よ
う
に
転

換
す
る
の
か
」な
ど
、「
安
全・安
心
の
ま
ち
づ
く
り
」

の
視
点
か
ら
も
議
論
と
連
携
が
必
要
と
考
え
て
い

ま
す
。社

会
を
築
い
て
い
く
か
」「
社
会
の
真
の
進
歩
や
幸
せ

を
何
に
よ
っ
て
測
る
の
か
」は
、今
後
の
政
府
、自
治

体
、企
業
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
組
織
、そ
し
て

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て
避
け
る
こ
と
の
で
き
な

い
課
題
で
す
。

　

今
回
の
東
日
本
大
震
災
は
、短
期
的
な
経
済

効
率
だ
け
で
は
な
く
、中
長
期
的
な
レ
ジ
リ
ア
ン
ス

（
し
な
や
か
な
強
さ
）が
社
会
に
と
っ
て
も
、企
業
や

個
人
に
と
っ
て
も
大
事
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

ま
し
た
。

● 

ど
う
や
っ
て
私
た
ち
の
時
間
軸
を

　

 

伸
ば
し
て
い
け
る
の
か
？

● 

ど
う
し
た
ら
現
在
の
指
標
を

 　

変
え
て
い
け
る
の
か
？

● 

地
域
の
力
と
は
何
か
？

● 

ど
う
や
っ
て
そ
れ
を

　

 

作
り
出
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
？

―
―

ど
れ
も
こ
れ
か
ら
答
え
を
作
っ
て
い
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
大
事
な
問
い
で
す
。み
な
さ
ん
と
一
緒
に
考

え
を
深
め
ら
れ
る
こ
と
を
た
の
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

「
商
売
は
菩
薩
の
業
、商
売
道
の
尊
さ
は
、売

「
商
売
は
菩
薩
の
業
、商
売
道
の
尊
さ
は
、売

り
買
い
い
ず
れ
を
も
益
し
、世
の
不
足
を
う

り
買
い
い
ず
れ
を
も
益
し
、世
の
不
足
を
う

ず
め
、御
仏
の
心
に
か
な
う
も
の
。利
真
於

ず
め
、御
仏
の
心
に
か
な
う
も
の
。利
真
於

勤（
り
は
つ
と
む
る
に
お
い
て
し
ん
な
り
）」

勤（
り
は
つ
と
む
る
に
お
い
て
し
ん
な
り
）」

　

こ
れ
は
現
代
の
商
社「
丸
紅
」創
始
者
初
代
伊

藤
忠
兵
衛
の
座
右
銘
で
す
。商
い
の
目
的
は
お
金

も
う
け
で
は
な
く
世
間
を
益
す
る
こ
と
、そ
の
た

め
に
は
世
間
の
不
足
を
う
ず
め
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
御
仏
の
心
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
で
す
。こ
れ
は
仏
教
の
原
点
で
も
あ
る「
諸
法

無
我
」の
教
え
に
通
ず
る
考
え
方
で
あ
り
、自
然

の
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
一
方
、今
、世
の
中
は
お
金
で
お
金
を
う
み
だ

し
、時
価
総
額
の
極
大
化
を
は
か
る
こ
と
が
経
営

の
主
た
る
目
的
で
あ
る
風
潮
が
は
び
こ
って
い
ま

す
。し
か
し
こ
れ
は
商
い
の
原
点
か
ら
お
お
き
く

外
れ
た
行
為
で
あ
り
、極
論
す
れ
ば
人
類
の
お
ご

り
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
お
ご
り
が
結
局
自
然
を
破
壊
し
、人
心

を
醜
い
も
の
に
し
、殺
伐
と
し
た
世
の
中
を
作
り

出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

自
然
と
は
優
し
く
す
る
も
の
で
は
な
く
、お
そ

れ
敬
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

幸
せ
と
は
何
か
を
思
っ
た
時
、そ
れ
は一人
ひ
と

り
が
足
る
を
知
り
、諸
行
は
無
常
で
あ
る
と
い
う

考
え
方
で
か
ら
し
か
生
ま
れ
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

近
江
商
人
の「
世
間
よ
し
」と
は
商
い
を
通
じ

て
美
し
い
心
の
世
間
を
作
り
出
す
こ
と
に
あ
る

と
思
う
の
で
す
。
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今
か
ら
十
五･

六
年
前
で
あ
る
。安
土
の
小
学
四
年
生

の
男
の
子
が「
ボ
ク
の
宝
物
は
夕
日
に
光
る
西
の
湖
で
す
」

と
い
う
意
味
の
作
文
を
書
い
て
い
て
、こ
の
子
の
感
性
の
透

明
さ
に
い
た
く
感
動
し
た
こ
と
が
あ
る
。以
来
、西
の
湖
を

見
る
と
そ
の
坊
や
の
こ
と
を
思
い
出
す
の
だ
が
、平
成
十

八
年
一
月
、こ
の
西
の
湖
周
辺
が
国
の〈
重
要
文
化
的
景

観
〉に
選
定
さ
れ
た
と
き
も
、そ
の
坊
や
の
こ
と
を
思
い
出

し
た
。今
は
き
っ
と
カ
ッ
コ
イ
イ
青
年
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う

そ
の
坊
や
が
、小
学
生
の
と
き
に
書
い
た
作
文
な
ど
覚
え

て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、お
ば
さ
ん
は
あ
な
た
の
書
い
た

作
文
、覚
え
て
い
る
よ
、と…

。

　

重
要
文
化
的
景
観
。選
定
さ
れ
た
名
称
は「
近
江
八

幡
の
水
郷
」で
、白
王
町
、円
山
町
、北
之
庄
町
、南
津
田

町
の
約
３
５
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
。あ
の
坊
や
が「
宝
物
」と
思
っ

た
辺
り
の
風
景
は
今
後
も
、彼
の
好
き
な
風
景
の
ま
ま
で

い
る
は
ず
だ
。〈
文
化
的
景
観
〉と
は
、た
と
え
ば
仏
像
や

書
画…

等
々
の
文
化
財
と
は
違
う
。《
人
が
日
々
の
暮
ら

し
を
通
し
て
残
し
て
き
た
景
観
》を
言
い
、そ
の
中
で
も
特

に《
日
本
の
暮
ら
し
を
理
解
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
重
要

な
景
観
》が〈
重
要
文
化
的
景
観
〉と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

現
在
全
国
で
二
十
一
件
が
選
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、第
一

号
が
こ
の「
近
江
八
幡
の
水
郷
」で
あ
っ
た
。つ
ま
り
こ
こ

は
、日
本
の
生
活
や
生
業
の
原
点
を
包
含
し
、守
り
伝
え

て
い
る
地
な
の
で
あ
る
。西
の
湖
の
北
西
隅
に
残
る
湖
上
の

飛
び
地「
権
座（
ご
ん
ざ
）」な
ど（
ご
ん
ざ
は
字
名
）、今

も
田
ん
ぼ
に
行
く
の
に
田
舟
で
渡
る
。

　
「
暮
ら
し
」と
い
う
も
の
は
、〈
こ
の
環
境
〉の
中
で
構
築

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。〈
こ
の
環
境
〉で
生
を
受
け
、育
っ
た

も
の
が〈
こ
の
環
境
の
生
き
物
た
ち
〉な
の
で
あ
る
。生
き

物
は
気
候
や
地
形
や
地
質
や…

い
ろ
ん
な
自
然
条
件
の

も
と
に
生
命
を
つ
な
ぎ
、暮
ら
し
を
築
く
。動
物
も
植
物

も
、も
ち
ろ
ん
人
間
も
。環
境
が
変
わ
れ
ば
暮
ら
し
方
も

変
わ
る
。小
さ
な
生
き
物
た
ち
は
そ
の
影
響
を
す
ぐ
受
け

て
し
ま
う
が
、人
間
は
環
境
が
変
わ
っ
て
も
な
ん
と
な
く
馴

じ
ん
で
し
ま
う
。影
響
は
す
ぐ
に
は
判
ら
な
い
。長
い
長
い

宇
宙
時
間
を
か
け
て
変
わ
っ
て
い
く
か
ら
、危
機
意
識
は

甚
だ
緩
慢
だ
。そ
の
結
果
、〈
こ
の
環
境
〉よ
り〈
便
利
〉を

選
ん
で
し
ま
う
。

　

そ
ん
な
中
で
風
景
も
大
切
な

「
宝
」だ
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。重
要
文
化
的
景
観
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
風
景
は
勝
手
に
変
え

ら
れ
な
い
。風
景
を
守
り
た
い
、と

い
う
人
々
の
願
い
が
こ
の
風
景
を

「
宝
」に
し
た
の
だ
が
、そ
れ
は
困

る
、と
い
う
人
も
あ
る
だ
ろ
う
。

「
宝
」に
な
る
と
、暮
ら
し
に
些
か
の

制
限
が
か
か
る
。だ
か
ら
、ホ
ン
ト
は

こ
ん
な
広
い
エ
リ
ア
に「
宝
」の
網
を
被
せ
る
な
ん
て
、大
変

な
こ
と
な
の
で
あ
る
。そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
の
は
、ヘ
ド
ロ
の

た
ま
っ
た
八
幡
堀
を
蘇
ら
せ
、眠
っ
て
い
た
近
江
商
人
の
屋

敷
を
目
覚
め
さ
せ
た
近
江
八
幡
の
人
々
の
意
識
の
在
り

方
。…

と
考
え
る
と
、八
幡
堀
再
生
は
、八
幡
堀
を
蘇
ら
せ

た
だ
け
で
な
く
、人
々
に「
考
え
る
」こ
と
、「
行
動
す
る
」

こ
と
の
大
切
さ
を
明
示
し
た
運
動
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

序
で
な
が
ら
、近
江
の
先
人
の一
人
に
日
本
の
陽
明
学
の

祖
中
江
藤
樹
が
い
る
。陽
明
学
の
論
に「
知
行
合
一
」と
い

う
考
え
が
あ
る
。「
知
識
と
行
動
は
同
じ
で
あ
っ
て
こ
そ
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。つ
ま
り
、「
知
っ
て
い
て
行
動
を
起
こ

さ
な
い
の
は
知
ら
な
い
の
と
同
じ
」と
い
う
意
味
だ
が
、近

江
八
幡
で
は
人
々
が
動
い
た
の
で
あ
る
。十
数
年
前
の
小

学
四
年
生
は
今
、二
十
五･

六
歳…

の
は
ず
。近
江
八
幡
の

〈
次
な
る
力
〉が
確
実
に
育
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

風
景
。そ
れ
は
人
が
守
っ
て
い
く
も
の
。そ
し
て
風
景
は

人
を
育
て
て
く
れ
る
も
の
、と
私
は
考
え
て
い
る
。そ
れ
を

感
じ
さ
せ
て
も
ら
え
る
町
は「
風
が
い
い
町
」。吹
く
風
は

も
ち
ろ
ん
、風
景
、風
情
、風
貌
、風
格
、そ
し
て
風
土…

。

「
ボ
ク
の
宝
物
は
近
江
八
幡
の
風
で
す
」…

…

な
ん
て
言
う

子
ど
も
た
ち
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
と
い
い
な
、と
思
う
。

　

因
み
に
、中
江
藤
樹
を
師
と
仰
い
だ
熊
沢
蕃
山
の
祖
母

は
近
江
八
幡
桐
原
出
身
で
、蕃
山
も
若
い一
時
期
、桐
原
に

住
ん
で
い
た
。近
江
八
幡
に
知
行
合
一の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
感
じ
る

理
由
の一つ
で
あ
る
。

西本　梛枝 （にしもと　なぎえ）

「
風
景
」

「
風
景
」は…

…
…
…

西
本　

梛
枝

旅
行
作
家

日本ペンクラブ会員・日本詩人クラブ会員。
主な著書に各地の旅のガイドブックのほか、
「鳰の浮巣」（サンライズ出版）「湖の風回廊」
（東方出版）や詩集など。

　

天
正
十
三
年（
1
5
8
5
）、琵
琶
湖
の
中
央
部
東

側
に
豊
臣
秀
次
が
八
幡
城
を
築
城
し
、現
在
の
近
江
八

幡
市
の
歴
史
が
始
ま
っ
た
。秀
次
が
こ
の
土
地
を
選
ん
だ

最
大
の
理
由
は
水
利
で
あ
る
。東
西
を
結
ぶ
街
道
に
近

く
、町
の
中
心
部
か
ら
西
の
湖
を
通
じ
て
琵
琶
湖
に
船

を
出
す
こ
と
が
で
き
る
点
は
、楽
市（
信
長
や
秀
吉
が
城

下
で
行
っ
た
自
由
経
済
政
策
）を
設
定
し
て
商
工
人
を

呼
び
寄
せ
る
に
最
も
適
し
て
い
た
と
い
え
る
。秀
次
は
早

速
八
幡
堀
を
開
削
し
、商
工
人
を
定
住
さ
せ
て
活
発
な

町
づ
く
り
を
行
っ
た
。

　

文
禄
四
年（
1
5
9
5
）に
八
幡
城
は
廃
城
と
な
る

が
、町
は
そ
の
ま
ま
残
り
、そ
こ
で
活
躍
し
て
い
た
い
わ
ゆ

る
近
江
商
人
は
こ
の
地
の
利
を
活
か
し
て
近
世
に
発
展

を
遂
げ
た
。

　

こ
の
地
の
近
江
商
人（
八
幡
商
人
）は
湿
地
に
群
生

す
る
湿
性
植
物
を
原
料
と
す
る
畳
表（
近
江
表
）や
麻

織
物（
近
江
上
布
）、蚊
帳
、簾
、よ
し
ず
な
ど
を
全
国
に

商
品
と
し
て
流
通
さ
せ
た
。

　
「
ふ
と
ん
の
西
川
」で
知
ら
れ
る
西
川
産
業（
株
）の

創
業
者
西
川
仁
右
衛
門
は
秀
次
の
楽
市
令
で
八
幡
に

移
住
し
た
商
人
の一
人
で
あ
る
。二
代
目
西
川
甚
五
郎
は

取
り
扱
う
商
品
を
地
元
で
大
量
に
産
出
さ
れ
る
イ
グ

サ
を
原
料
と
す
る
畳
表
と
蚊
帳
に
絞
り
、販
路
を
東
日

本
に
広
げ
た
。そ
し
て
豊
臣
氏
か
ら
徳
川
氏
に
覇
権
が

移
っ
た
後
の
元
和
元
年（
1
6
1
5
）、五
街
道
の
拠
点

で
あ
る
江
戸
日
本
橋
に
店
を
出
し
西
川
家
発
展
の
礎

を
築
い
た
。

　

近
代
に
入
り
鉄
道
が
敷
か
れ
、自
動
車
道
が
整
備
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
と
物
流
が
変
わ
り
、近
世
の
八
幡
の

発
展
は
陰
り
を
見
せ
た
。

　

し
か
し
、こ
の
町
が
そ
の
ま
ま
近
代
化
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
は
か
え
っ
て
幸
運
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。町
の

中
心
は
鉄
道
や
自
動
車
道
の
側
に
移
っ
た
た
め
、近
世

の
城
下
町
の
雰
囲
気
が
自
然
な
か
た
ち
で
そ
の
ま
ま
保

護
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

特
に
八
幡
堀
か
ら
西
の
湖
、そ
し
て
琵
琶
湖
に
繋
が

る
水
郷
は「
近
江
八
幡
の
水
郷
」と
し
て
平
成
十
八
年

（
2
0
0
6
）、国
の
重
要
文
化
的
景
観
の
第
1
号
と
し

て
選
定
さ
れ
た
。現
在
、近
江
八

幡
市
白
王
町
、円
山
町
、北
之

庄
町
、南
津
田
町
他
の
公
有
水

面
、葦
地
、集
落
、農
地
、里
山

を
含
む
約
3
5
4
ヘ
ク
タ
ー
ル

が
重
要
文
化
的
景
観
と
な
っ
て

い
る
。

　

こ
の
景
観
の
中
に
含
ま
れ
る

西
の
湖
の
湖
上
に「
権
座
」と
呼
ば
れ
る
約
1・5
ヘ
ク
タ
ー

ル
の
小
さ
な
離
島
が
あ
る
。西
の
湖
の
湖
岸
は
ヨ
シ
の
湿

地
が
広
が
っ
て
お
り
、近
世
か
ら
村
人
は
農
地
を
広
げ

る
た
め
に
、日
常
的
に「
地
先
」と
呼
ば
れ
る
湖
に
面
し

た
村
落
の
湿
地
帯
を
埋
め
立
て
て
い
た
。「
権
座
」は
白

王
町
と
円
山
町
に
挟
ま
れ
た
沖
合
に
あ
り
、こ
の
よ
う

に
ヨ
シ
を
埋
め
立
て
て
で
き
た
農
地
で
あ
る
。現
在
は
白

王
町
の
住
民
が
酒
米
を
つ
く
っ
て
い
る
と
い
う
。権
座
に

架
か
る
橋
は
な
く
、今
も
田
舟
を
使
っ
て
農
機
具
を
運

ん
で
い
る
が
、危
険
性
の
間
題
や
一
般
的
な
農
地
に
比
べ

て
耕
作
に
費
用
が
か
か
る
た
め
、耕
作
面
積
は
減
っ
て
き

て
い
る
。

　

近
年
そ
の「
権
座
」で
の
耕
作
を
守
ろ
う
と
い
う
運

動
が
あ
る
。コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
な
く
自
然
の
岸
を
持
つ
権

座
で
耕
作
を
す
る
こ
と
は
、琵
琶
湖
や
西
の
湖
に
住
む

固
有
の
生
物
の
窠
を
つ
く
り
、栄
養
分
を
供
給
す
る
こ

と
に
な
る
。生
物
多
様
性
が
叫
ば
れ
る
中
、権
座
や
ヨ
シ

の
湿
地
を
保
護
し
、近
世
の
生
活
の
慣
習
を
見
直
そ
う

と
す
る
働
き
か
け
は
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　

近
江
八
幡
の
水
郷
の
風
景
は
な
ぜ
か
見
る
人
の
心
を

和
ま
せ
て
く
れ
る
。人
は
そ
の
水
郷
の
風
景
を
か
た
ち

と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、視
覚
的
に
は
見
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、そ
の
水
面
下
に
あ
る
生
態
系
の
循
環

も
含
め
て
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。か
た
ち
と

し
て
見
え
る
景
観
だ
け
で
な
く
そ
こ
で
生
活
す
る
人
々

の
営
み
も
含
め
て
後
世
に
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
感
じ
た
。

加藤　賢治 （かとう　けんじ）
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