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町加
か つ え

津枝

　
滋
賀
県
の
琵
琶
湖
か
ら
愛
知
川
を
遡

さ
か
の
ぼっ
て
山
間

部
に
進
む
と
、鈴
鹿
山
脈
に
位
置
す
る
奥お
く
え
い
げ
ん
じ

永
源
寺

地
域
に
入
り
、木き

じ

し
地
師
文
化
発
祥
の
地
で
あ
る

小お
ぐ
ら
だ
に

椋
谷
に
行
き
着
き
ま
す
。小
椋
谷
は
、東
近
江
市

君き
み
が
は
た

ヶ
畑
町
、蛭ひ

る
た
に谷

町
、箕み

の
が
わ川

町
、政ま

ん
ど
こ
ろ所町

、黄き

わ

だ
和
田
町
、

九く

い

ぜ
居
瀬
町
を
含
む
範
囲
に
あ
り
、平
安
時
代
か
ら

の
木
地
師
文
化
発
祥
を
裏
付
け
る
歴
史
的
資
料
が

多
く
存
在
し
ま
す
。ま
た
、木
地
師
の
歴
史
、文
化
、

信
仰
を
表
わ
す
建
造
物
や
木
地
師
が
使
用
し
た
道

具
類
、轆ろ
く
ろ轤
技
術
も
継
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
木
地
師
は
、轆
轤
で
ト
チ
ノ
キ
、ブ
ナ
、ケ
ヤ
キ

な
ど
か
ら
主
に
椀
や
盆
な
ど
の
木
地
を
つ
く
る
職

人
で
、木
地
屋
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。小
椋
谷
出
身

の
木
地
師
は
、良
材
を
求
め
て
日
本
各
地
の
山
に

入
っ
て
轆
轤
を
引
き
、次
の
山
へ
と
移
住
す
る
暮

ら
し
を
送
り
な
が
ら
、日
本
の
木
の
文
化・森
の
文

化
の
礎
を
築
い
て
き
ま
し
た
。

　
木
地
の
材
料
と
な
る
樹
木
を
採
取
す
る
過
程
、

も
し
く
は
そ
れ
に
従
事
す
る
人
は「
サ
キ
ヤ
マ
」と

呼
ば
れ
、特
に
コ
ビ
キ
仲
間
の
リ
ー
ダ
ー
格
、山
の

木
を
根
か
ら
伐
採
す
る
巧こ
う
し
ゃ者

と
さ
れ
ま
し
た
。伐

採
方
法
は
、山
の
地
形
に
応
じ
て「
ノ
ボ
シ
」「
ヨ

コ
ヤ
マ
」「
ク
ダ
シ
」と
呼
ば
れ
る
３
種
類
の
方
法

が
あ
り
、独
特
の
技
術
が
伝
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、轆
轤
を
用
い
た
木
椀
等
の
作
成
に
至
る
ま

で
の
採
材
、木
取
り
、乾
燥
、粗
削
り
等
の
各
工
程

で
用
い
る
道
具
は
多
種
多
様
で
し
た
。

　

江
戸
時
代
か
ら
は
、君
ヶ
畑
町
の「
髙
松
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活
習
俗
の
変
遷
や
背
景
に
関
す
る
古
文
書
等
木
地

師
に
関
連
す
る
資
料
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。蛭
谷

町
の
筒
井
公
文
所
は
平
安
時
代
初
期
の
８
６
５
年

創
建
と
伝
わ
り
、隣
接
す
る
木
地
師
資
料
館
に
は
、

木
地
師
統
括
の
記
録
や
轆
轤
の
道
具
類
、往
来
手

形
、木
札
、１
６
４
７
年
か
ら
１
８
９
３
年
ま
で
の

「
氏
子
駈
帳
」34
冊
や
、木
地
師
の
身
元
を
証
明
し

た「
木
地
師
往
来
手
形
」を
は
じ
め
、多
く
の
古
文

書
等
の
貴
重
な
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。越

前
、会
津
、山
中
、三
河
、信
州
、山
陰
な
ど
、全
国
各

地
の
木
地
師
か
ら
の
寄
贈
作
品
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、小
椋
谷
に
あ
る
多
く
の
神
社・仏
閣
で
は
、

室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
能
面
や
能

装
束
、古
文
書
等
が
重
要
文
化
財
や
県・市
指
定
有

形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
小
椋
谷
に
は
、木
地
師
に
関
す
る
信
仰
、祭
、行

事
な
ど
が
継
承
さ
れ
、全
国
か
ら
多
く
の
木
地
師

の
子
孫
や
関
係
者
が
集
ま
っ
て
き
ま
す
。そ
し
て
、

地
元
と
行
政
な
ど
が
協
力
し
て
行
う「
匠
の
祭
」、

「
木
地
師
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
」、「
春
の
奥
永
源
寺  

山
歩
道
」で
は
、作
品
展
示・販
売
、季
節
ご
と
の
森

の
ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど
が
企
画
さ
れ
、ま
た
、氏
子
狩

御
所（
金
龍
寺
）」や
蛭
谷
町
の「
筒つ
つ
い
く
も
ん
じ
ょ

井
公
文
所

（
帰き
う
ん
あ
ん

雲
庵
）」
に
お
い
て
、「
氏う

じ
こ
が
り
ち
ょ
う

子
狩
帳
」
や

「
氏う
じ
こ
が
け
ち
ょ
う

子
駈
帳
」と
い
う
木
地
師
の
戸
籍
簿
が
作
成
さ

れ
、全
国
の
木
地
師
村
落
を
数
年
ご
と
に
廻
国
し
、

木
地
師
を
統
括
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。ま
た
、

木
地
師
が
知
ら
ぬ
土
地
で
支
障
な
く
仕
事
が
で
き

る
よ
う
に
、往
来
手
形
や
、免
状
、鑑か
ん
さ
つ札

、神お
ふ
だ札

等
を

発
行
し
、木
地
師
の
活
動
を
支
援
し
ま
し
た
。

　
全
国
に
広
が
っ
た
木
地
師
は
、惟こ
れ
た
か喬
親
王
を
木

地
師
の
祖
神
と
し
て
お
り
、関
連
す
る
建
造
物
と

し
て
、君
ヶ
畑
町
の
大お
お
き
み
き
じ
そ
じ
ん
じ
ゃ

皇
器
地
祖
神
社
、蛭
谷
町
の

筒
井
八
幡
宮（
現
在
の
筒
井
神
社
）が
あ
り
ま
す
。

大
皇
器
地
祖
神
社
の
神
主
と
金
龍
寺
の
住
職
は

「
髙
松
御
所
」を
主
宰
し
、筒
井
八
幡
宮
の
神
主
と

帰
雲
庵
の
住
職
は「
筒
井
公
文
所
」を
主
宰
し
て
お

り
、す
べ
て
の
木
地
師
を
自
ら
の
氏
子
と
し
て
保

護
し
た
た
め
、全
国
最
大
の
木
地
師
集
団
の
支
配

組
織
が
確
立
し
た
の
で
す
。

　
君
ヶ
畑
町
の
高
松
御
所
は
８
５
９
年
の
創
建
と

い
わ
れ
、１
６
９
４
年
か
ら
１
８
７
３
年
ま
で
の

「
氏
子
狩
帳
」53
冊
や
、能
面
や
木
地
を
生
業
と
す

る
人
々
の
暮
ら
し
の
中
に
あ
っ
た
決
ま
り
事
、生

帳
の
虫
干
し
に
合
わ
せ
た
ツ
ア
ー
や
見
学
会
を
開

催
す
る
な
ど
木
地
師
文
化
の
継
承
、普
及・啓
発
が

な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
君
ヶ
畑
町
の
木
地
師
の
小お
ぐ
ら椋
昭し

ょ
う
じ二
さ
ん（
ろ
く

ろ
工
房 

君き
み
も
く杢

）は
、「
ケ
ヤ
キ
や
ト
チ
、ス
ギ
な
ど

地
元
の
森
か
ら
の
材
も
含
め
様
々
な
木
を
使
い
ま

す
。特
徴
を
見
極
め
、十
分
に
乾
燥
さ
せ
、そ
れ
ぞ

れ
の
木
を
最
大
限
に
活
か
し
た
制
作
を
し
て
い
ま

す
。」と
語
っ
て
お
り
、小
椋
さ
ん
の
木
に
対
す
る

深
い
思
い
、丁
寧
な
工
程
は
工
房
の
様
子
や
１
つ

１
つ
の
作
品
か
ら
も
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。ま
た
、蛭

谷
町
の
木
地
師
、北き
た
の野

清き
よ
じ治

さ
ん（
筒
井
ろ
く
ろ
）

は
、「
林
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
、木
地
師
文
化
発
祥

の
地
で
の
仕
事
の
重
み
を
つ
く
づ
く
感
じ
ま
す
。

最
近
で
は
塗ぬ

し師
か
ら
の
注
文
も
あ
り
、地
域
の
未

来
に
つ
な
が
る
取
り
組
み
を
地
道
に
続
け
て
い
き

た
い
。」と
話
し
ま
す
。

　
木
地
師
と
い
う
職
人
の
技
、そ
し
て
多
様
な
主

体
が
関
わ
る
取
り
組
み
が
地
域
を
こ
え
て
広
が
っ

て
お
り
、こ
れ
か
ら
の
日
本
の
木
の
文
化・森
の
文

化
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と

が
期
待
さ
れ
ま
す
。
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木地師を描いた金龍寺所蔵の絵図（東近江市提供）
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	RINYA1911-低解像度 14
	RINYA1911-低解像度 15

