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域
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起
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①
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は
じ
め
に

0
小
津
神
社
の
歴
史
と
祭
礼

●
祭
祀
圏
と
そ
の
要
因

③

祭
祀
の
主
体

む
す
び

［論
文
要
旨
］

　
滋
賀
県
守
山
市
所
在
の
小
津
神
社
祭
祀
圏
を
素
材
に
、
地
域
的
祭
祀
の
歴
史
的
な
背
景
を
考
察
す

る
。
祭
祀
圏
の
地
域
が
決
定
さ
れ
る
要
因
と
し
て
は
、
荘
園
、
水
利
圏
、
交
通
路
な
ど
が
考
え
ら
れ

る
が
、
具
体
的
に
検
討
す
る
と
、
い
ず
れ
も
祭
祀
圏
全
体
に
共
通
す
る
も
の
は
な
く
、
そ
の
地
域
を

決
定
す
る
要
因
と
し
て
は
単
↓
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
複
合
し
た
要
因
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に

祭
祀
を
担
っ
た
主
体
の
問
題
か
ら
考
え
る
と
、
土
豪
層
の
関
与
は
間
違
い
な
く
、
ま
た
こ
の

地
域
で

は
一
向
一
揆
等
の
土
豪
層
を
中
心
と
す
る
組
織
も
見
ら
れ
る
が
、
祭
祀
圏
を
土
豪
層
の
連
合

か

ら
説
明
す
る
こ
と
に
も
無
理
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
当
時
の
村
落
の
状
況
に
目
を
向
け
る
と
、
十
五
世
紀
頃
に
は
集
落
が
移
転
し
て
、
在
地
領

主

と
百
姓
の
惣
の
共
同
に
よ
り
、
現
在
に
続
く
新
し
い
集
落
が
成
立
す
る
現
象
が
広
範
に
見
ら
れ
る
。

こ
の
百
姓
の
惣
が
、
こ
の
よ
う
な
集
落
を
基
盤
と
し
て
新
た
に
成
立
し
た
地
域
社
会
に
お
い
て
、
様
々

な
地
域
的
問
題
の
解
決
の
た
め
に
連
合
し
、
地
域
的
共
同
体
を
形
成
し
て
、
そ
の
象
徴
と
し
て
地
域

的
祭
祀
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

能
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
に
地
域
的
祭
祀
の
直
接
的
な
起
源
と
機

5
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は
じ
め
に

　
筆
者
は
歴
史
学
（
中
世
史
）
を
専
攻
す
る
立
場
か
ら
本
研
究
に
参
加
し
て
お
り
、

研
究
課
題
で
あ
る
複
数
の
特
定
村
落
に
よ
る
神
社
祭
祀
（
本
稿
で
は
「
地
域
的
祭
祀
」

と
す
る
）
の
歴
史
的
な
意
味
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
、
或
い
は

何
の
た
め
に
成
立
し
存
続
し
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
立
を
示
す
史
料
が
存
在
し
な
い
限
り
、
直
接
答
え
を

出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
地
域
史
の
上
で
、
今
日
に
至
る
歴
史
的
変

遷
の

中
で
、
そ
れ
に
密
接
に
関
わ
り
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
事
象

を
推
定
す
る
こ
と
は
、
あ
る
程
度
可
能
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
筆
者
が

こ
れ
ま
で
若
干
の
地
域
的
な
検
討
を
試
み
て
き
た
守
山
市
域
の
小
津
神
社
祭
祀
圏
を

事
例
に
、
多
少
の
考
察
を
行
う
こ
と
で
責
め
を
塞
ぐ
こ
と
と
し
た
い
。

0
小
津
神
社
の
歴
史
と
祭
礼

本
殿
は
桃
山
時
代
の
作
で
あ
る
。

　
祭
り
に
関
す
る
伝
承
と
し
て
は
、
も
と
矢
島
の
真
光
寺
へ
「
お
渡
り
」
を
し
て
い

た
が
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
赤
野
井
の
専
念
寺
三
代
伊
賀
坊
了
誓
が
「
諏
訪

　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

殿
様
（
諏
訪
氏
）
」
と
計
っ
て
赤
野
井
ま
で
引
っ
ぱ
っ
て
き
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。

伊
賀
坊
は
、
矢
島
の
矢
島
松
斎
と
共
に
洪
水
避
け
の
堤
を
築
い
た
こ
と
な
ど
で
地
元

で

は
よ
く
知
ら
れ
る
実
在
の
人
物
で
あ
り
、
こ
う
し
た
在
地
領
主
的
な
存
在
が
、
一

時
祭
礼
の
運
営
に
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
三
ノ
宮
の
隣

に
は
「
山
賀
桟
敷
」
が
あ
り
、
か
つ
て
は
山
賀
の
木
下
と
い
う
殿
様
が
こ
こ
で
長
刀

踊
り
を
御
覧
に
な
っ
た
と
も
い
う
が
、
木
下
氏
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
。

　
も
と
矢
島
に
「
お
渡
り
」
を
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
弘
法
大
師
が
湖
を
渡
っ

た
際
、
杉
江
の
小
津
神
社
の
明
か
り
を
頼
り
に
し
て
矢
島
へ
着
い
た
た
め
、
矢
島
寺

を
建
て
た
、
と
い
う
伝
承
に
よ
る
と
い
う
。
後
述
す
る
が
、
こ
の
地
域
は
、
も
と
三

ノ
宮
が
あ
り
「
宮
本
」
で
あ
っ
た
と
い
う
山
賀
を
は
じ
め
と
し
て
、
本
来
山
門
の
湖

東
で
の
拠
点
で
あ
り
、
神
宮
寺
「
智
泉
院
」
も
山
科
の
毘
沙
門
堂
門
跡
に
属
す
る
天

台
系
の
寺
で
あ
っ
た
。

　
小
津
神
社
の
祭
礼
は
、
サ
ン
ヤ
レ
踊
り
・
長
刀
振
り
と
い
う
芸
能
を
伴
う
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

知
ら
れ
て
お
り
、
詳
細
な
報
告
書
も
出
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ま
ず
こ
れ
に
よ
っ
て
神

社
と
祭
礼
の
概
要
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

歴
　
史

　
小
津
神
社
は
琵
琶
湖
東
岸
に
近
い
守
山
市
杉
江
町
に
位
置
す
る
、
広
大
な
境
内
地

を
持
つ
神
社
で
、
古
代
豪
族
小
津
氏
の
祖
神
と
し
て
創
始
さ
れ
た
と
さ
れ
、
延
喜
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
　
ッ
ノ

神
名
帳
に
野
洲
郡
九
座
の
一
つ
と
し
て
「
小
津
神
社
」
が
あ
る
こ
と
、
平
安
時
代
中

期
の
作
と
さ
れ
る
神
像
が
伝
世
す
る
こ
と
、
ま
た
境
内
に
古
墳
群
も
あ
る
こ
と
な
ど

か

ら
、
お
そ
ら
く
有
史
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
地
域
の
祭
祀
の
場
だ
っ
た
と
考
え
て
よ

い

で

あ
ろ
う
。
現
在
の
本
殿
は
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
の
改
築
と
さ
れ
、
三
之
宮

祭
　
礼

祭
礼
に
際
し
て
は
、
踊
り
ま
た
は
神
馬
な
ど
を
奉
納
す
る
「
踊
り
番
」
と
、
神
輿
を
昇

表
1
　
祭
礼
の
当
番
（
註
（
1
）
文
献
に
よ
る
）

八七六五四三ニー

杉山欲三金石矢赤 踊

江賀賀宅森田島野 り

・　　井 番
森　　　十
川　　　　二
原　　　　里

夫
林

小玉三山欲赤石矢 昇

津津宅賀賀野田島 き

青青　…　　　井・ 番

年年金杉森　　十
会会森江川　　二

原　　里

夫
林

6
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鷲
、
烈
饗

、

　
　
三
三
墾
　

三
乏

　
二
／

＼》

津
”

N
小
4

　
　
　
蕊

轟
鯵
、

　
槌

ゾ　　ロ

皐田江

鱗鱗囎．
甘刀
’
冶

、

志

図1　小津神社祭祀圏の村々（［：コは1889年以降。［＝コは寛延4年（1751）時点）

　　　（ヘースマソプは、2刀5丁分1地形図「草津」「堅田」1920年。一一・一は郡界。）

く
「
昇
き
番
」
が
あ
る
が
、
内
容
と
順
番
は
別
表
の
よ
う
に
な
っ
て

お
り
、
八
年
に
一
度
当
番
が
ま
わ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
（
表
1
）
。

　

こ
の
よ
う
に
、
祭
礼
と
芸
能
は
当
番
制
と
な
っ
て
お
り
、
全
体
と

し
て
の
組
織
で
は
な
く
、
個
々
の
村
落
単
位
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

●
祭
祀
圏
と
そ
の
要
因

　
範
　
囲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ね
カ
メ
リ

　
小
津
神
社
の
祭
祀
圏
（
氏
子
圏
）
は
、
現
在
は
守
山
市
内
の
金
森
・

　
　
　
　
　
　
ほ
し
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
カ

三

宅
・
大
林
・
欲
賀
・
森
川
原
・
山
賀
・
杉
江
（
以
上
旧
小
津
村
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゅ
ん
の
り

赤
野
井
・
矢
島
・
石
田
・
十
二
里
（
以
ヒ
、
旧
玉
津
村
）
の
十
一
村

落
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
八
九
年
（
明
治
二
十
二
）
施
行
の
町

村
制
に
よ
る
、
小
津
村
・
玉
津
村
が
そ
の
範
囲
に
な
っ
て
お
り
、
こ

れ

は
祭
礼
に
青
年
団
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
関
連
す
る
か
と
思
わ

れ

る
が
、
か
つ
て
は
さ
ら
に
広
く
、
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
の
「
小

津
大
明
神
御
神
事
帳
」
（
小
津
神
社
蔵
。
註
（
1
）
b
所
収
）
に
よ
れ
ば
、

守
山
、
吉
身
、
播
磨
田
が
含
ま
れ
て
い
る
。
（
な
お
、
図
1
に
示
し

た
集
落
の
内
、
荒
見
は
矢
島
と
播
磨
田
、
伏
野
と
今
市
は
播
磨
田
に

属
す
る
。
）

　
以
上

の
範

囲
を
見
る
と
、
古
い
時
期
の
広
域
の
氏
子
圏
で
も
、
南

は
野
洲
郡
の
範
囲
ま
で
で
、
栗
太
郡
域
に
は
及
ば
な
い
の
が
一
つ
の

特
徴

と
な
っ
て
い
る
。
北
側
・
東
側
に
は
、
特
に
明
確
な
境
界
は
見

出
し
難
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
小
津
神
社
か
ら
連
続
し
て
広
が
る

範

囲
で
あ
り
、
距
離
的
な
要
因
に
よ
る
地
域
単
位
と
見
て
も
特
に
不

自
然
な
点
は
な
い
。

　

こ
の
意
味
で
、
ま
た
小
津
神
社
自
体
の
起
源
が
（
地
域
的
祭
祀
の

行
わ
れ
る
神
社
の
多
く
は
同
様
と
思
わ
れ
る
が
）
古
代
な
い
し
そ
れ

7
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以

前
に
ま
で
遡
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
は
、
地
域
的
祭
祀
自
体
も
、
原
始
・
古

代
か
ら
の
地
域
に
お
け
る
祭
祀
に
由
来
す
る
と
考
え
て
も
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
間
に
地
域
社
会
、
特
に
村
落
の
あ
り
方
自
体
が
当
然
大
き
く
変
化
し

て

い

る
は
ず
で
あ
り
、
特
定
の
複
数
村
落
に
よ
る
祭
祀
の
意
味
を
考
え
よ
う
と
す
る

本
稿
の

目
的
か
ら
は
、
地
域
の
歴
史
的
展
開
の
中
に
そ
の
要
因
を
探
る
こ
と
が
要
求

さ
れ
る
。

　
郷
・
荘
園
・
藩

　
ま
ず
古
代
の
郷
に
つ
い
て
は
、
比
定
は
困
難
で
諸
説
が
あ
る
が
、
『
野
洲
郡
史
』
二

九

二
七

年
）
は
、
『
和
名
抄
』
の
野
洲
郡
六
郷
の
一
つ
「
明
見
郷
」
を
玉
津
村
・
小

津
村

に
比
定
し
て
お
り
、
も
し
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
結
果
的
に
近
代
の
祭
祀
圏
と

ほ

ぼ
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
小
津
神
社
が
こ
う
し
た
郷
の
範
囲
を
対
象
に
す
る
神

社
だ

っ

た
可
能
性
な
ど
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
前
述
の

よ
う
に
、
少
な
く
と
も
村
落
史
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
郷
」
が
超
時
代
的

に
祭
祀
圏
を
規
定
し
た
と
は
考
え
難
い
。

　
そ
こ
で
、
次
に
中
世
に
お
け
る
地
域
的
な
単
位
と
し
て
の
荘
園
を
取
り
上
げ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
・
補
註
）

次
の

よ
う
な
も
の
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
ゆ
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
そ
の

・
湯
生
庄

・

田
中
庄

・

山
賀
庄

・

三
宅
郷

・
赤
野
井
庄

・

吉
身
庄

　
近
世
の
地
誌
に
よ
る
も
の
も
あ
り
、

き
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

荘
園
に
つ
い
て
は
史
料
を
欠
く
が
、

神
社
の
祭
祀
圏
に
相
当
す
る
ま
と
ま
り
は
荘
園
に
は
見
出
し
難
く
、

欲
賀
・
三
宅
・
大
門
・
長
束
（
結
園
郷
も
同
か
）

守
山
・
吉
身
・
播
磨
田
・
市
三
宅
・
金
森

山
賀
・
杉
江
（
山
賀
郷
と
も
）

現
三
宅

町
・
十
二
里
の
一
帯

赤
野
井

吉
身

　
　
　
　
　
　
　
　

ま
た
こ
れ
で
す
べ
て
の
荘
園
・
郷
を
網
羅
で

　
　
　
　

特

に
も
っ
と
も
比
率
の
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
山
門
の

　
　
　
　
　
　
　

そ
う
し
た
限
界
を
考
慮
し
て
も
、
や
は
り
小
津

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
れ
と
は
直
接

関
係
し
な
い
、
な
い
し
は
そ
れ
を
超
え
た
地
域
単
位
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
小
津
神
社
自
体
の
性
格
も
、
日
吉
社
・
春
日
社
な
ど
の
よ
う
な
、
特
定
の
荘
園

領
主

と
の
関
係
を
窺
わ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
も
一
般
的
に
、
地
域
的

祭
祀
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
神
社
に
か
な
り
共
通
し
て
み
ら
れ
る
性
格
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
近
世
に
お
け
る
領
主
を
見
て
も
、
こ
の
付
近
は
幕
領
、
旗
本
領
、
遠
隔
地

の

藩
領
に
細
分
化
さ
れ
て
お
り
、
地
域
的
な
ま
と
ま
り
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
祭
祀
圏

が
、
こ
う
し
た
国
家
レ
ベ
ル
で
の
政
治
的
・
制
度
的
な
枠
組
み
に
、
少
な
く
と
も
直

接
基
づ
い
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
水
　
利

　
政

治
的
な
い
し
公
的
な
要
因
を
は
な
れ
た
社
会
的
な
要
因
を
考
え
る
場
合
、
単
な

る
平
面
的
な
領
域
と
し
て
の
地
域
で
は
な
く
、
や
は
り
祭
礼
の
形
態
に
も
見
ら
れ
る

よ
う
な
、
個
々
の
村
落
を
主
体
と
し
た
、
そ
の
連
合
と
し
て
の
地
域
を
探
索
す
る
必

要
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
近
江
八
幡
市
馬
淵
（
馬
見
岡
神
社
）
の
宮
座
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
て

の
萩
原
龍
夫
の
著
名
な
研
究
を
参
考
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
祭
祀
組
織
は
、
馬
淵
・
千
僧
供
・
岩
倉
の
三
つ
の
村
落
か
ら
な
る
が
、
こ
の

三

ヶ
村
は
古
く
か
ら
用
水
の
争
い
が
あ
り
、
文
明
十
九
年
（
一
四
八
七
）
に
は
相
互

間
の
用
水
契
約
が
成
立
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
際
に
は
西
村
（
馬
淵
）
と
南
村
（
岩

倉
）
の
間
に
紛
争
が
あ
り
、
上
村
（
未
詳
）
と
「
千
僧
供
ノ
衆
」
の
仲
裁
で
解
決
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
水
の
配
当
量
「
四
分
四
分
の
二
分
」
の
比
率
は
、

祭
礼
の
負
担
の
割
合
に
比
例
し
て
お
り
、
ま
た
神
輿
渡
御
の
際
に
通
る
神
門
門
前
の

埋

め
石
の
間
隔
で
こ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
萩
原
は
、
用
水

が
三

ヶ
村
の
競
合
の
場
と
な
り
や
す
く
、
中
世
以
降
そ
れ
を
繰
り
返
し
た
こ
と
が
連

合
の

祭
祀
組
織
を
発
達
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
「
闘
争
の
さ
ま
を
祭
り
の
中
に
現

出
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
樽
但
折
衝
・
外
交
的
交
渉
に
よ
っ
て
打
開
す
る
道
を
、
厳
密

至
極

な
祭
祀
儀
礼
を
通
じ
て
く
り
か
え
し
演
出
し
よ
う
と
し
た
」
と
し
て
い
る
。
な
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図2　金森を中心とする水利と下流の村々（〔〕は案内川流域の村）

　　（ペースマソプは、2力5千分1地形図「草津」1920年）

、
目
‖
乞
〃
久
髪
霧
“
’

お
、
こ
の
場
合
は
「
馬
淵
庄
」
と
い
う
荘
園
の
枠
内
に
も
納
ま
る
よ
う

だ
が
、
や
は
り
荘
園
制
の
枠
組
み
自
体
が
そ
の
契
機
と
は
考
え
難
く
、

水
利
と
い
う
具
体
的
な
村
落
間
の
問
題
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
、
な
い

し
は
む
し
ろ
水
利
に
よ
っ
て
荘
園
の
範
囲
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
み
な

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
地

域
的
な
村
落
連
合
に
よ
る
祭
祀
の
一
つ
の
典
型
で
あ
り
、
そ
の
起

源

と
機
能
に
つ
い
て
最
も
明
快
に
解
明
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
た
だ
、

一

般

的
に
は
、
必
ず
し
も
そ
の
契
機
は
水
利
の
問
題
で
あ
る
必
要
は
な

い

と
思
わ
れ
、
普
遍
化
し
て
い
え
ば
、
何
ら
か
の
、
あ
る
い
は
様
々
な

地
域
の

問
題
の
解
決
、
な
い
し
秩
序
の
維
持
・
安
定
化
が
そ
の
起
源
と

機
能
、
そ
し
て
存
続
の
理
由
に
な
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
べ
き
か
と
思

わ
れ
、
本
稿
で
も
こ
の
視
点
を
受
け
継
い
で
い
き
た
い
。

　
で

は
、
小
津
神
社
祭
祀
圏
の
場
合
、
水
利
の
関
係
は
い
か
に
な
っ
て

い

る
で
あ
ろ
う
か
。
全
体
に
つ
い
て
の
詳
細
な
報
告
は
な
い
が
、
地
元

で
の

調
査
報
告
が
あ
る
金
森
と
、
筆
者
が
か
つ
て
調
査
し
た
矢
島
に
つ

い

て
、
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
両
村
は
祭
祀
圏
内
で
そ
れ
ぞ
れ
L
流

と
下
流
に
位
置
す
る
こ
と
も
、
全
体
を
考
え
る
上
で
好
都
合
で
あ
る
。

　

こ
の
付
近
に
お
い
て
は
、
水
利
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
野
洲

川
の
伏
流
水
で
あ
り
、
旧
河
道
な
ど
に
存
在
す
る
い
く
つ
か
の
湧
水
地

か

ら
用
水
路
を
引
い
て
、
下
流
の
村
へ
の
灌
概
を
行
っ
て
い
る
。
金
森

は
中
で
も
有
力
な
湧
水
地
の
所
在
地
で
あ
り
、
近
年
ま
で
金
森
を
流
れ

る
六
つ
の
川
筋
に
あ
た
る
十
六
郷
（
金
森
・
二
宅
を
除
く
）
の
村
々
が

ゆ

の

ほ

涌
上
り
（
用
水
路
の
修
理
・
清
掃
・
確
認
の
行
事
）
を
行
っ
て
い
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

い
う
（
表
2
・
図
2
）
。

　
表
2
の
内
、
1
・
2
・
3
お
よ
び
吉
身
に
発
し
守
山
を
通
る
金
森
・

三

宅
の

用
水
5
・
6
は
、
金
森
か
ら
西
へ
連
続
し
て
続
く
、
旧
野
洲
郡

9
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表
2
　
金
森
の
六
つ
の
川
筋
と
川
下
の
十
六
郷
（
註
（
5
）
文
献
を
一
部
修
正
）

川

湯
　
一
兀

村

1

　
　
　
　
ま
ち
金
森
川
（
町
川
）

東
門
院
附
近

杉

江
・
赤
野
井

2

　
　
　
　
レ
一
ん
が
L
大
林
川
（
土
橋
川
）

今
宿
川
向
団
地
付
近

大
林
・
欲
賀

3

山
賀
川

城

の
下

央
公
園
付
近
と
鳥
塚

山
賀
・
森
川
原

4

案
内
川
（
河
原
川
）

案
内
川
河
川
公
園
付
近

大門
・
横
江
・
長
束
・
芦
浦
・
片
岡
・
下
寺
・
津
田
江
・
志
那
・
下
物
・
E
寺

5

上
の
野
辺
川

丸
池
・
長
池

金
森

∴
二
宅

6

下
の

野
辺
川

丸
池
・
長
池

三

宅

域
の

村
落
群
の
用
水
路
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
村
落
は
す
べ
て
小
津
神
社
祭
祀
圏
に

入
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
4
の
案
内
川
（
河
原
川
）
に
よ
っ
て
灌
概
さ
れ
る
川
筋
、

　
　
　
　
　
　
　
　
お
ろ
し
も

す
な
わ
ち
大
門
か
ら
下
物
・
下
寺
に
至
る
村
落
群
は
、
小
津
神
社
の
祭
祀
圏
に
は

入
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
野
洲
・
栗
太
郡
境
で
あ
る
堺
川
の

南
側
に
位
置
す
る
旧
栗
太
郡
域
の
村
々
で
あ
る
。
こ
う
し
た
水
利
な
い
し
野
洲
川
旧

河

道
の
両
側
の
自
然
堤
防
な
ど
の
自
然
環
境
自
体
が
郡
界
に
も
影
響
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
が
、
こ
の
郡
界
を
は
さ
ん
だ
部
分
で
は
、
灌
概
経
路
の
違
い
が
祭
祀
圏
の
違

い

と
、
少
な
く
と
も
現
象
的
に
は
一
致
し
て
い
る
と
三
口
え
る
。
あ
る
い
は
、
水
源
（
湧

水
地
）
を
同
じ
く
し
な
が
ら
祭
祀
圏
が
異
な
っ
て
い
る
、
と
も
言
え
る
。

　
一
方
、
小
津
神
社
祭
祀
圏
の
全
体
を
見
る
と
、
金
森
か
ら
森
川
原
に
か
け
て
の
村

落
群
お
よ
び
杉
江
・
赤
野
井
に
つ
い
て
は
、
金
森
か
ら
の
水
利
で
結
ば
れ
て
い
る
と

一
応

言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
矢
島
・
石
田
・
播
磨
田
な
ど
の
村
落
は
、
そ
れ
か
ら

は
ず
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
次
に
矢
島
の
水
利
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
図
3
の
よ
う
に
、
矢
島
へ

は
、
①
赤
野
井
（
堰
は
紺
屋
淵
・
四
分
⊥
ハ
）
、
②
播
磨
田
（
矢
島
の
湯
川
）
、
③
石
田

苧P
‘‘～

ぷ黙
、

ゾ
絃
・

＼
諜
、

撚
坪二

㌦

当ミ翼ミv＾

驚1
吻

ひ㍉
／
＼S

＼
°議

量
盲
。；1芝・／樫ざ＼ぷぐえ：・“w＼・渓丈／×ぷぷ：ソひ‘＼

図3　矢島の水利㈲　○井堰　　　　　矢島村の範囲

　　　（ベースマップは、2万5千分1地形図「堅田」「草津」「八幡」「野洲」1920年）
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（三
反

田
川
）
、
④
開
発
（
法
竜
川
）
の
四
つ
の
水
路
か
ら
、
各
所
で
堰
に
よ
っ
て
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

水
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
れ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
矢
島
は
赤
野
井
を
通
じ
て
、
金
森
か
ら
の
水
利
圏
と

も
間
接
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
播
磨
田
・
石
田
な
ど
の
、
小
津
神
社

の

祭
祀
に
加
わ
っ
て
い
る
が
、
金
森
か
ら
の
水
利
圏
と
は
別
系
統
の
村
々
と
水
利
の

上
で
直
接
の
関
係
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
小
津
神
社
祭
祀
圏
で

は
、
す
べ
て
の
村
が
単
一
の
水
系
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
間
接
的
な
つ
な
が
り

や

隣
接
し
輻
藤
し
た
関
係
を
も
つ
村
落
群
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。

　
水
利
を
め
ぐ
っ
て
は
、
当
然
用
水
路
や
分
水
の
問
題
に
つ
い
て
様
々
な
争
議
が
起

こ
っ
て
お
り
、
そ
の
解
決
が
地
域
に
お
け
る
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
が
、
し
か
し
、
水
利
の
争
議
は
、
通
常
は
隣
村
同
士
、
な
い
し
直
接
関
係
す
る

数
ヶ
村
程
度
で
争
わ
れ
る
の
が
普
通
で
、
小
津
神
社
祭
祀
圏
の
場
合
、
馬
淵
の
よ
う

に
水
利
の
問
題
の
み
を
直
接
の
契
機
と
し
て
全
体
が
成
立
し
て
い
る
と
は
考
え
が
た

い

し
、
祭
祀
儀
礼
に
お
い
て
も
、
馬
淵
の
よ
う
に
水
利
問
題
が
直
接
構
造
化
さ
れ
て

い

る
と
い
っ
た
様
相
は
特
に
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
り
あ
え
ず
こ
の
場
合
、

水
利

と
祭
祀
圏
は
、
一
定
の
関
係
は
あ
る
が
、
そ
の
決
定
要
因
と
は
言
え
な
い
、
と

し
て
お
き
た
い
。

江
間
に
は
「
馬
街
道
」
と
呼
ば
れ
る
道
も
あ
る
。
一
方
、
金
森
か
ら
分
か
れ
て
、
大

門
か
ら
長
束
i
片
岡
ー
志
那
（
港
）
へ
続
く
「
志
那
街
道
」
は
、
中
近
世
の
有
力
な

道
路
だ
が
、
こ
の
沿
線
の
村
々
は
、
先
の
「
案
内
川
」
の
川
筋
と
も
一
致
し
、
先
述

の

よ
う
に
小
津
神
社
祭
祀
圏
に
は
は
い
っ
て
い
な
い
。

　
以

上
、
交
通
路
に
お
い
て
も
、
各
村
落
は
部
分
的
に
は
直
接
関
係
し
、
ま
た
相
互

に
輻
藤
し
た
関
係
を
持
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
祭
祀
圏
全
体
を
直
接
決
定
す
る
要
因

と
は
考
え
が
た
い
。

　

こ
の
よ
う
な
地
域
を
構
成
す
る
自
然
的
・
社
会
的
な
要
因
は
、
こ
の
他
に
も
様
々

な
も
の
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
祭
祀
圏
全
体
に
共
通
す
る
単

独
の

要

因
が
存
在
し
た
と
考
え
る
の
は
無
理
の
よ
う
で
あ
り
、
地
表
面
の
上
で
連
続

し
た
関
係
に
あ
る
こ
の
地
域
内
の
村
落
が
、
様
々
な
要
因
を
通
じ
て
相
互
に
関
係
を

持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
定
し
う
る
の
み
で
あ
る
。

③
祭
祀
の
主
体

　
そ
こ
で
次
に
、
祭
祀
圏
と
い
う
地
域
の
要
因
の
問
題
を
若
干
離
れ
て
、
祭
祀
を
担
っ

た
主
体
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
交
通
路

　

で

は
、
他
に
祭
祀
圏
の
範
囲
を
決
定
す
る
要
因
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る

一
つ

に
、
交
通
路
が
あ
る
。
前
述
の
祭
礼
に
関
す
る
伝
承
に
よ
れ
ば
、
矢
島
が
赤
野

井
に
移
る
前
の
本
来
の
御
旅
所
で
あ
り
、
ま
た
山
賀
に
は
元
三
ノ
宮
が
あ
っ
た
と
さ

れ

る
な
ど
、
小
津
神
社
所
在
地
の
杉
江
を
は
じ
め
、
琵
琶
湖
の
湖
岸
に
面
し
た
集
落

群

に
濃
密
な
関
連
が
う
か
が
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
集
落
は
、
ま
た
「
浜
街
道
」
と
呼

ば
れ

る
道
路
で
も
結
ば
れ
て
お
り
、
陸
上
交
通
路
に
お
い
て
も
相
互
に
関
係
が
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
小
津
神
社
祭
祀
圏
の
中
で
は
、
播
磨
田
～
赤
野
井
や
、
金

森
～
森
川
原
・
山
賀
な
ど
に
も
湖
岸
へ
向
け
て
走
る
道
路
が
認
め
ら
れ
、
金
森
－
杉

　

在
地
領
主
の
関
与

　
伝
承
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
小
津
神
社
の
祭
礼
に
は
、
御
旅
所
を
引
っ
ぱ
っ
て

き
た
と
い
う
赤
野
井
の
伊
賀
坊
（
専
念
寺
）
、
諏
訪
氏
と
い
っ
た
土
豪
的
存
在
が
関

わ
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
小
津
神
社
の
祭
礼
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
形

で
土

豪
層
が
関
与
し
て
い
た
の
か
は
こ
れ
以
上
に
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
般
的

に
言
っ
て
、
中
世
後
期
に
お
い
て
は
、
各
村
落
内
に
存
在
し
た
在
地
領
主
が
祭
礼
全

体
の
執
行
に
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
筆
者
の
知
る
近
江
の
例
で
も
、
例
え
ば
、
栗
太
郡
栗
東
町
笠
川
（
図
4
）
で
は
、

笠

川
城
趾
に
隣
接
し
て
八
幡
神
社
が
あ
る
が
、
こ
の
八
幡
神
社
は
地
域
的
な
神
社
で

11
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／

あ
る
大
宝
神
社
の
御
旅
所
と
も
な
っ
て
お
り
、

殿
様
が
八
幡
神
社
へ
来
る
大
宝
神
社
の
祭
り
を
見
物
し
た
、

　
ま
た
、
甲
賀
郡
甲
賀
町
上
野
の
背
後
の
丘
陵
上
に
所
在
す
る
冨
田
氏
の
城
、

山
城
・
勘
四
郎
山
城
の
麓
に
は
、

あ
る
が
、
そ
の
一
隅
に
接
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　

所
が
存
在
す
る
。

　

こ
う
し
た
事
例
は
、
村
落
レ
ベ
ル
の
在
地
領
主
が
、
地
域
的
な
祭
礼
の
、
少
な
く

と
も
各
村
落
に
お
け
る
部
分
に
強
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
で

は
、
こ
れ
を
更
に
敷
術
し
て
、
祭
祀
圏
全
体
を
こ
の
よ
う
な
土
豪
の
地
域
的
連

合
体
と
見
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

100rr

　
　
　
　
　
　
　
＼
、

　
　
　
　
　
㊦
．
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

城
館
祉
の
一
隅
に
あ
る
土
手
の
上
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
い
う
伝
承
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

冨
田

　
　
　
　
　

館
趾

と
思
わ
れ
る
「
冨
田
屋
敷
」
と
い
う
一
画
が

　
　
　
　
　
　
や
は
り
地
域
的
な
神
社
で
あ
る
油
日
神
社
の
御
旅

図4　笠川城（丸囲み）
　　　（註（7）文献より）

と大宝神社御旅所の八幡宮　

こ
れ
に
対
し
て
、

い

わ
れ
る
天
台
宗
の
土
豪
的
寺
院
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、

院
観
音
寺
が
あ
る
な
ど
、

宗
の
有
力
寺
院
は
認
め
が
た
い
。

は
り
地
域
的
な
差
が
認
め
ら
れ
、

り
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

し
か
し
、
小
津
神
社
祭
祀
圏
に
含
ま
れ
る
守
山
は
、
山
門
の
湖
東
で
の
有
力
拠
点

東
門
院
の
あ
る
天
台
宗
の
勢
力
が
強
い
町
で
あ
っ
て
こ
の
要
因
で
は
説
明
は
で
き
ず
、

そ
も
そ
も
一
向
宗
を
要
因
と
し
た
場
合
、
そ
の
核
が
小
津
神
社
で
あ
る
こ
と
の
必
然

性
も
見
出
し
が
た
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、
祭
礼
を
担
っ
た
主
体

の

問
題
、
す
な
わ
ち
、
中
世
後
期
に
お
い
て
、
土
豪
層
の
動
向
と
村
落
の
動
向
が
果

た
し
て
一
致
し
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
土
豪
連
合
（
一
向
一
揆
）

　

こ
の
地
域
に
お
い
て
は
、
十
五
世
紀
後
半
、
京
都
の
本
願
寺
を
破
却

さ
れ
た
蓮
如
の
滞
在
を
機
に
一
向
一
揆
が
形
成
さ
れ
、
金
森
で
の
山
門

勢
力
と
の
武
力
衝
突
が
起
こ
っ
た
こ
と
、
更
に
信
長
の
近
江
侵
攻
の
際

に
も
、
金
森
・
三
宅
が
こ
れ
に
対
抗
す
る
勢
力
の
拠
点
と
な
っ
た
こ
と

な
ど
が
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
土
豪
層
が
強
く
関
与
し
て
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
を
既
に
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
一
向
一
揆
の
ま
と
ま
り
が
祭
祀
圏
に

影
響
し
て
い
る
可
能
性
を
考
え
て
み
た
い
。

　
蓮
如
の
際
の
一
揆
に
関
し
て
言
え
ば
、
『
金
森
日
記
抜
』
に
は
、
蓮

如
が
滞
在
し
た
寺
院
（
道
場
）
と
し
て
、
こ
の
付
近
で
は
、
荒
見
・
開

発
・
矢
島
’
赤
野
井
’
三
宅
の
各
寺
院
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
開
発
を

除

い

て
は

小
津
神
社
祭
祀
圏
に
包
含
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
蓮
如
を
擁
し

た
寺
院
は
土
豪
的
性
格
が
強
い
が
、
こ
の
他
に
も
、
大
林
の
覚
明
寺
、

欲
賀
の
浄
光
寺
、
山
賀
の
慶
先
寺
な
ど
、
こ
の
範
囲
に
は
土
豪
的
な
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
0
）

譜
を
持
つ
真
宗
寺
院
が
多
い
。

　
　
　

栗
太
郡
側
の
志
那
街
道
沿
い
の
村
々
は
、
長
束
に
「
三
坊
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芦
浦
に
は
天
台
宗
の
有
力
寺

　
　
　
　
　

中
世
に
お
い
て
は
総
じ
て
天
台
宗
系
の
勢
力
が
強
く
、
真

　
　
　
　
　
　
　
　

祭
祀
圏
の
区
画
で
も
あ
る
こ
の
ラ
イ
ン
で
は
、
や

　
　
　
　
　
　
　
　
一
向
一
揆
の
拠
点
群
と
小
津
神
社
祭
祀
圏
は
か
な

12
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村
落
と
百
姓
の
惣

　

田
端
泰
子
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
中
世
村
落
の
類
型
と
し
て
、
A
在
地
領
主
型
、
B

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

地

侍
主
導
型
、
C
村
人
型
、
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
城
館
趾
と
集
落
の

関
係
か
ら
筆
者
は
、
a
在
地
領
主
に
よ
る
集
落
の
再
編
、
b
在
地
領
主
の
城
館
と
集

落
が
併
存
、
c
惣
に
よ
る
形
成
、
と
い
う
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
挙
げ
、
先
の
田
端
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

整
理

と
基
本
的
に
対
応
す
る
、
と
し
た
。
し
か
も
、
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
典

型

的
な
a
や
c
は
む
し
ろ
少
な
く
、
何
ら
か
の
形
で
土
豪
・
地
侍
が
集
落
の
内
に
含

ま
れ
、
百
姓
の
惣
と
共
存
し
て
い
る
例
が
多
い
。
a
（
A
）
や
c
（
C
）
は
、
む
し
ろ
そ

＼

＼》
ノ

蓉
⑳

，羅）聯v∨ゾ漂ミ＼∫÷
図5　三宅城（蓮生寺）と三宅の集落（註（7）文献に加筆）

径

の

偏
差
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

　

す

な
わ
ち
、
中
世
後
期
の
集
落
に
お
い
て
は
、
多
く
の
場
合
在
地
領
主
と
百
姓
の

惣
が
一
つ
の
集
落
の
中
に
並
存
し
て
お
り
、
在
地
領
主
の
動
向
の
み
を
も
っ
て
村
落

の

動
向
が
規
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

金
森
で
は
土
豪
川
那
辺
氏
の
城
館
趾
と
思
わ
れ
る
小
字
「
城
ノ
下
」
は
集
落
に
隣
接

し
た
位
置
に
あ
り
、
こ
れ
を
中
心
に
集
落
が
編
成
さ
れ
た
と
は
見
な
し
難
く
、
ま
た

三
宅
で

は
、
土
豪
三
品
氏
の
居
館
で
も
あ
る
蓮
生
寺
は
集
落
の
一
隅
に
位
置
し
て
お

り
、
そ
の
対
極
の
位
置
に
は
、
惣
の
会
所
の
系
譜
を
引
く
と
思
わ
れ
る
自
治
会
の
会

議
所
が
、
平
安
仏
な
ど
の
旧
仏
教
系
寺
院
の
仏
像
を
集
め
た
薬
師
堂
・
釈
迦
堂
の
境

内
に
存
在
し
、
あ
た
か
も
両
者
が
対
峙
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
（
図
5
）
。
更

に
三
宅
に
は
、
現
照
養
寺
の
前
身
と
思
わ
れ
る
天
台
宗
（
山
門
末
）
の
真
浄
坊
（
青

木
氏
）
も
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
村
内
の
領
主
層
の
動
向
も
、
決
し
て

単
純
で
は
な
く
、
村
内
の
土
豪
（
の
一
人
）
の
参
加
を
も
っ
て
、
村
落
全
体
が
、
ひ

い
て

は
地
域
全
体
が
一
向
］
揆
に
参
加
し
た
と
は
見
な
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

　

新
た
な
集
落
の
形
成

　

こ
の
こ
と
は
、
集
落
の
形
成
史
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
近
年
の
研
究

に
よ
れ
ば
、
多
く
の
集
落
は
十
五
世
紀
を
境
に
移
動
し
て
現
在
の
集
落
の
位
置
に
再

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

編
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
大
林
・
三
宅
の
南
に
接
す
る
横
江
の
横
江
遺
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

は
、
十
五
世
紀
初
頭
に
は
廃
絶
、
欲
賀
の
集
落
に
続
く
小
字
「
大
珍
坊
」
と
「
南
出
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
溝

囲
い
の
屋
敷
は
十
五
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
初
に
廃
絶
、
杉
江
で
は
現
集
落
の

外
で

十
三
～
十
五
世
紀
代
の
集
落
が
検
出
さ
れ
、
ま
た
現
集
落
の
水
路
に
よ
る
区
画

が
十
五
世
紀
代
に
遡
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
間
の
集
落
の
移
動
が
う
か

　
　
　
ロ
　

が
え
る
。
ま
た
、
文
献
史
料
か
ら
集
落
の
形
成
を
明
ら
か
に
し
た
業
績
と
し
て
知
ら

れ

る
若
槻
庄
の
事
例
で
は
、
土
地
台
帳
の
比
較
か
ら
、
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
と

文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
の
間
、
お
そ
ら
く
後
者
の
こ
ろ
に
屋
敷
が
集
中
し
て
環
濠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
若
槻
庄
の
事
例
で
も
、
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環
濠
集
落
形
成
の
「
主
動
的
勢
力
」
は
、
「
衆
徒
国
民
た
る
下
司
と
こ
れ
に
同
調
し

た
名
主
層
以
下
の
一
般
の
郷
民
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
十
五
世
紀

こ
ろ
、
在
地
領
主
と
百
姓
の
惣
の
協
調
の
下
に
、
両
者
が
並
存
す
る
新
た
な
集
落
（
集

村
）
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

む
す
び

新
た
な
地
域
社
会
の
形
成

　
蓮
如
を
擁
し
た
近
江
湖
南
の
一
向
一
揆
と
同
じ
十
五
世
紀
後
半
に
起
こ
っ
た
山
城

国
一
揆
で
は
、
地
域
の
在
地
領
主
層
「
国
人
」
の
集
会
が
開
か
れ
て
い
る
一
方
で
、

＝

国
中
の
土
民
等
」
も
「
群
集
」
し
、
自
ら
の
要
求
の
実
現
を
図
っ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
や
は
り
こ
の
よ
う
な
村
落
に
お
け
る
、
在

地
領
主
と
肩
を
並
べ
る
百
姓
の
惣
の
確
立
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
中
世
後
期
村
落
の
以
上
の
状
況
か
ら
は
、
地
域
的
祭
祀
の
主
体
も
、
在
地
領
主
層

に
求
め
る
必
要
は
な
い
。
在
地
領
主
層
の
役
割
や
そ
の
地
域
的
一
揆
の
存
在
も
考
慮

さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
ろ
う
が
、
村
落
の
あ
り
方
自
体
が
、
必
ず
し
も
在
地
領
主
層
を

中
心
と
は
し
て
い
な
い
以
上
、
そ
れ
が
普
遍
的
な
形
態
で
あ
る
と
は
見
な
し
に
く
い
。

む
し
ろ
、
よ
り
広
範
に
各
村
落
で
成
立
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
百
姓
の
惣
の
方
が
、

こ
う
し
た
地
域
的
祭
祀
の
担
い
手
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
上

級
領
主
と
の
関
係
な
ど
の
政
治
的
関
係
に
と
ら
わ
れ
や
す
い
在
地
領
主
層
よ
り
も
、

よ
り
純
粋
に
地
域
社
会
の
様
々
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
相
互
に
関
連
の
強
い

村
々
の
百
姓
の
惣
が
連
合
し
、
そ
の
象
徴
と
し
て
村
落
の
連
合
に
よ
る
地
域
的
祭
祀

を
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
従
っ
て
、
そ
の
地
域
形
成
の
要
因
は
単
一
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
水
利
を
は
じ
め

と
す
る
、
そ
の
地
域
の
実
情
に
よ
る
多
様
な
も
の
で
あ
っ
て
よ
い
し
、
ま
た
そ
の
連

合
の
範
囲
も
、
要
因
の
変
化
に
よ
っ
て
、
時
代
に
よ
る
変
動
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ

ろ
う
。
小
津
神
社
祭
祀
圏
の
場
合
、
先
述
の
よ
う
に
古
代
の
明
見
郷
と
ほ
ぼ
一
致
す

る
可
能
性
も
あ
り
、
ま
た
南
側
の
境
界
は
常
に
栗
太
郡
と
の
郡
境
と
一
致
し
て
い
る

よ
う
だ
が
、
こ
れ
も
、
郷
や
郡
と
い
う
枠
組
み
に
直
接
規
定
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
逆
に
自
然
条
件
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
要
因
が
複
合
し
て
、
自
然
に
、
結

果
的
に
意
味
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
「
郷
」
や
「
郡
」
と
同
様
の
範
囲
・
境
界
に
な
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
そ
の
範
囲
が
実
質
的
に
形
成
さ
れ
た
時
代
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
新
し

い

集
落
と
そ
れ
に
よ
る
地
域
的
共
同
体
が
形
成
さ
れ
た
十
五
世
紀
頃
に
直
接
の
起
源

を
求
め
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
馬
淵
の
水
利
協
定
も
、
初
見
は
や
は
り
十
五
世
紀

後
半
の
文
明
十
九
年
（
一
四
八
七
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
に
形
成
さ
れ
た
新
た
な
集

落
の
形
成
と
共
に
、
現
代
に
つ
な
が
る
地
域
社
会
、
そ
し
て
地
域
的
祭
祀
も
ま
た
形

づ
く
ら
れ
、
継
続
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
や

や

突
飛
な
よ
う
だ
が
、
京
都
に
お
け
る
祇
園
社
の
祭
礼
す
な
わ
ち
砥
園
祭
な
ど

も
、
こ
う
し
た
村
落
連
合
に
よ
る
地
域
的
祭
祀
と
同
様
の
事
例
と
見
る
こ
と
が
で
き

な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
京
都
に
お
い
て
は
、
応
仁
乱
後
、
つ
ま
り
十
五
世
紀

後
半
頃
か
ら
、
上
京
・
下
京
と
い
う
町
共
同
体
の
連
合
に
よ
る
地
域
的
な
共
同
体
が

で

き
て
く
る
が
、
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
に
復
活
す
る
祇
園
社
の
祭
礼
は
、
こ
の

下

京
の
町
々
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
の
領
主
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

祭
礼
か
ら
、
下
京
六
十
六
町
が
「
神
事
こ
れ
な
く
と
も
山
鉾
渡
し
度
」
と
ま
で
言
っ

た
よ
う
な
地
域
共
同
体
自
身
の
祭
礼
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
こ
の
時
期
の

地
域
社
会
の
動
向
が
、
現
在
の
祭
礼
の
直
接
的
な
起
源
と
な
っ
た
一
例
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
a
菅
沼
晃
次
郎
『
滋
賀
県
選
択
無
形
民
俗
資
料
調
査
報
告
　
小
津
神
社
の
祭
礼
と
芸
能
』
（
滋

　
賀
民
俗
学
会
、
一
九
七
五
年
）
、
b
『
近
江
の
ケ
ン
ケ
ト
祭
り
・
長
刀
振
り
（
二
）
民
俗
文
化
財

　
地
域
伝
承
活
動
』
（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
八
年
）
。

（
2
）
　
諏
訪
氏
は
、
赤
野
井
の
有
力
者
で
、
近
世
に
は
大
庄
屋
。
矢
島
が
踊
り
番
の
時
は
、
今
で

　
も
赤
野
井
の
諏
訪
氏
に
挨
拶
を
し
て
か
ら
出
か
け
る
と
い
う
。

（
3
）
　
『
日
本
荘
園
デ
ー
タ
』
1
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
一
九
九
五
年
）
『
守
山
市
史
』
上
巻
（
守
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山
市
、
一
九
七
四
年
）
な
ど
。
〈
補
注
参
照
V

（
4
）
　
萩
原
龍
夫
『
中
世
祭
祀
組
織
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
）
補
論
第
四
「
典
型

　
　
的
な
宮
座
ー
近
江
八
幡
市
馬
淵
の
事
例
ー
」
お
よ
び
第
四
章
一
七
一
～
一
七
三
頁
。

（
5
）
　
金
森
町
歴
史
保
存
研
究
会
『
寺
内
町
金
森
の
伝
承
行
事
』
（
金
森
自
治
会
、
一
九
九
〇
年
）
。

（
6
）
　
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
絵
図
と
矢
島
村
の
水
利
」
（
「
史
料
調
査
報
告
　
矢
島
共
有
文
書
（
滋
賀

　
　
県
守
山
市
）
に
つ
い
て
」
『
京
都
橘
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
六
号
、
一
九
八
九
年
）
参
照
。

（
7
）
　
『
滋
賀
県
中
世
城
郭
分
布
調
査
3
　
旧
野
洲
・
栗
太
郡
の
城
』
（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
他
、
一

　
　
九

八
五
年
）
。

（
8
）
前
掲
（
7
）
。

（
9
）
　
拙
稿
a
「
平
地
城
館
趾
と
寺
院
・
村
落
－
近
江
の
事
例
か
ら
ー
」
（
村
田
修
三
編
『
中
世
城

　
　
郭
研
究
論
集
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
〇
年
。
『
城
と
城
下
ー
近
江
戦
国
誌
ー
』
］
九
九
七

　
　
年
、
新
人
物
往
来
社
に
収
録
）
、
b
「
近
江
金
森
一
揆
の
背
景
」
（
『
講
座
蓮
如
』
第
一
巻
、
平

　
　
凡
社
、
一
九
九
六
年
）
。
ま
た
、
信
長
の
際
に
徴
収
さ
れ
た
「
元
亀
の
起
請
文
」
に
つ
い
て
は
、

　
　
藤
田
恒
春
「
信
長
侵
攻
期
近
江
南
郡
の
村
と
『
元
亀
の
起
請
文
』
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

　
　
研
究
報
告
』
第
七
〇
集
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
。

（
1
0
）
　
前
掲
拙
稿
（
9
）
。
ま
た
、
杉
江
に
も
、
正
光
寺
に
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
杉
江
西
道
場

　
　
了
善
宛
の
方
便
法
身
像
が
あ
り
（
内
田
秀
雄
二
局
橋
正
隆
編
著
『
近
江
守
山
の
仏
教
遺
宝
』
、

　
　
一
九
七
八
年
）
、
ま
た
道
場
を
中
心
と
し
た
集
落
の
姿
は
十
五
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
と
さ
れ
て

　
　
い
る
（
木
戸
雅
寿
「
考
古
学
か
ら
み
た
中
近
世
集
落
の
発
展
と
都
市
・
町
の
成
立
と
そ
の
問

　
　
題
点
」
『
中
世
都
市
研
究
一
　
都
市
空
間
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
四
年
）
。

（
1
1
）
　
田
端
泰
子
「
中
世
後
期
に
お
け
る
領
主
支
配
と
村
落
構
造
」
（
『
日
本
史
研
究
』
第
一
八
七
号
、

　
　
一
九
七
八
年
。
『
中
世
村
落
の
構
造
と
領
主
制
』
一
九
八
六
年
、
法
政
大
学
出
版
会
に
収
録
）
。

（
1
2
）
拙
稿
（
9
）
。

（
1
3
）
　
佐
久
間
貴
士
「
中
世
の
開
発
と
集
落
」
（
『
歴
史
科
学
』
九
九
・
一
〇
〇
合
併
号
、
一
九
八
五

　
　
年
）
、
広
瀬
和
雄
「
中
世
村
落
の
形
成
と
展
開
ー
畿
内
を
中
心
と
し
た
考
古
学
的
研
究
」
（
『
物

　
　
質
文
化
』
五
〇
号
、
一
九
八
八
年
）
、
木
戸
雅
寿
「
水
辺
の
集
落
の
原
風
景
」
（
渡
辺
誠
編
『
湖

　
　
の
国
の
歴
史
を
読
む
』
新
人
物
往
来
社
、
↓
九
九
二
年
）
な
ど
。

（
1
4
）
　
木
戸
雅
寿
・
宮
下
睦
夫
『
横
江
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
1
（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
・
滋

　
　
賀
県
文
化
財
保
護
協
会
、
↓
九
八
六
年
）
、
森
格
也
・
宮
下
睦
夫
『
横
江
遺
跡
発
掘
調
査
報
告

　

書
』
n
（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
・
滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会
、
一
九
九
〇
年
）
。

（
1
5
）
　
守
山
市
教
育
委
員
会
畑
本
政
美
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
1
6
）
　
木
戸
前
掲
（
1
0
）
。

（
1
7
）
　
渡
辺
澄
夫
『
増
訂
畿
内
庄
園
の
基
礎
構
造
』
下
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
）
。

（
1
8
）
　
村
田
修
三
「
惣
と
土
］
揆
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
中
世
三
、
一
九
七
六
年
）
、
永
原
慶

　
　
二
「
日
本
史
に
お
け
る
地
域
の
自
立
と
連
帯
ー
山
城
国
↓
揆
に
寄
せ
て
」
（
日
本
史
研
究
会
・

　

歴

史
学
研
究
会
編
『
山
城
国
一
揆
－
自
由
と
自
治
を
求
め
て
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八

　

六
年
）
、
脇
田
晴
子
「
山
城
国
一
揆
と
自
由
通
行
」
（
同
）
。

（
1
9
）
　
『
祇
園
執
行
日
記
』
天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
六
月
七
日
条
。
村
井
康
彦
他
『
京
都
の
歴
史
』

　

第
三
巻
近
世
の
胎
動
（
学
芸
書
林
、
一
九
七
四
年
）
参
照
。

補
註

　

成
稿
後
、
「
明
見
庄
」
を
見
落
と
し
て
い
た
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
追
加
し
た
い
。
範
囲
は
定
か

で

な
い
が
、
和
名
抄
の
「
明
見
郷
」
と
の
関
係
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
文
献
に
見
え
る
の
は

十
三
世
紀
後
半
の
文
永
～
弘
安
年
間
ま
で
で
あ
り
、
ま
た
本
文
で
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
地
域
で

は
多
く
の
荘
園
が
生
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
単
一
の
荘
園
が
祭
祀
圏
の
決
定

的
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
は
考
え
が
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
歴
史
研
究
部
）

（
一
九
九

七
年
六
月
十
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
十
一
月
五
日
審
査
終
了
）
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The　O亘gill　and　Function　of　Regional　Festivals：Festival　Zones　at　Ozu

Shrine，　Moriy㎜a　City

KoJIMA　Michihiro

This　paper　examines　the　historical　background　to　regional　fesdvals，　using　the允stival　zones　at　Ozu

Shrine　in　Moriyama　City，　Shiga　Prefecture　as　an　example．　Factors　that　determine　the　area　compris－

ing　any　festival　zone　include　manors，　water　rights，　and　transportation　systems，　but　careful　examina－

tion　of　each　of　these　reveals　that　none　is　common　to　all　festival　zones．　Therefore，　when　we　consider

what　determines　the　area　for　a　zone，　no　single　factor　was　definitive，　but　rather　mul⑳le　factors　were

involved．

　　　Secondly，　if　we　look　to　who　took　charge　of　these　festivals，　there　is　no　doubt　that　regional　family

clans　were　involved，　and　in　fact　in　this　area，　there　were　organizations　that　consisted　primarily　of　re－

gional　family　clans　who　were　active　in　Ikko－Ikki　religious　up亘sings．　However，　it　is　dif6cult　to　explain

festival　zones　from　the　standpoint　of　alliances　of　regional　family　clans．

　　　Meanwhile，　if　we　examine　the　states　of　villages　at　that　time，　we　see　that　in　the飽eenth　century，

villages　were　relocating，　and　new　villages　that　have　survived　until　today　were　being　established

through　cooperation　between　regional　family　clans　and　organizations　of　peasants　in　each　villages．　It

is　possible　that　these　organizations　of　peasants　united　to　solve　a　variety　of　regional　problems，

formed　regional　communi6es，　and　held　regional　festivals　as　symbols　of　these　communities．　This

gives　us　a　key　to　the　direct　origins　and　functions　of　regional　fesdvals．
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