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　『
近
江
日
野
の
歴
史
』
第
三
巻
「
近

世
編
」
を
発
刊
し
て
以
来
、
江
戸
時
代

の
様
々
な
日
野
の
姿
を
紹
介
し
て
い
ま

す
。
今
回
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
藩
財

政
の
窮

き
ゅ
う
ぼ
う乏

と
、
そ
れ
を
支
え
た
地
域
の

実
態
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

藩
財
政
の
窮
乏

　
近
世
中
後
期
に
な
る
と
、
諸
藩
の
財

政
状
況
は
次
第
に
悪
化
し
、
幕
府
や
藩

の
支
配
に
ほ
こ
ろ
び
が
出
始
め
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　
藩
財
政
が
悪
化
し
た
原
因
は
、
大
名

た
ち
に
義
務
付
け
ら
れ
た
「
参さ

ん
き
ん
こ
う
た
い

勤
交
代
」

制
度
に
あ
り
ま
し
た
。
大
名
た
ち
は
、

妻
子
を
江
戸
に
住
ま
わ
せ
、
一
年
お
き

に
江
戸
と
本
国
を
往
復
す
る
と
い
う
二

重
生
活
を
し
い
ら
れ
て
お
り
、
家
臣
を

引
き
連
れ
て
の
往
来
や
、
華
や
か
な
文

化
が
花
開
く
大
消
費
都
市
で
あ
る
江
戸

で
の
生
活
は
、
莫
大
な
費
用
を
必
要
と

し
た
の
で
す
。

　
こ
れ
に
追
い
う
ち
を
か
け
た
の
が
、

江
戸
時
代
中
期
以
降
の
物
価
状
況
の
変

化
で
し
た
。
18
世
紀
中
頃
以
降
、
領
主

の
収
入
源
で
あ
る
米
の
相
場
が
下
落
、

そ
の
一
方
で
諸
物
価
が
高こ

う
と
う騰

す
る
と
い

う
経
済
状
況
が
続
き
、
幕
藩
領
主
の
財

政
を
圧
迫
し
た
の
で
す
。

　
日
野
町
域
の
領
主
た
ち
も
、
例
外
な

く
莫
大
な
借
金
に
苦
し
ん
で
い
ま
し

た
。
例
え
ば
、
19
世
紀
前
半
に
お
け
る

仁に
し
ょ
う正

寺じ

藩
の
借
金
は
一
万
七
〇
〇
〇
両

に
も
上
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

地
域
が
支
え
た
藩
の
財
政

　
仁
正
寺
藩
は
こ
う
し
た
事
態
を
打
開

す
べ
く
、
文
政
年
間
（
1
8
1
8
〜

2
9
）
に
大
規
模
な
財
政
改
革
を
行
い

ま
し
た
。

　
改
革
を
任
さ
れ
た
の
は
、
仁
正
寺
村

（
西
大
路
）
の
飯い

い
じ
ま
り
へ
い

島
利
兵
衛
、
鋳い

も

じ

物
師

村
（
東
近
江
市
）
の
竹た

け
む
ら
い
さ
ぶ
ろ
う

村
猪
三
郎
、

五ご

た

ん

だ

反
田
村
（
清
田
）
の
藤ふ

じ

さ

わ

も

え

も

ん

澤
茂
右
衛
門

ら
仁
正
寺
藩
の
領
民
八
名
で
し
た
。
彼

ら
は
、
商
人
と
し
て
生な

り
わ
い業

を
立
て
る
か

た
わ
ら
、
庄
屋
役
を
つ
と
め
る
な
ど
、

地
域
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
き

た
人
び
と
で
し
た
。
藩
財
政
が
悪
化
し

続
け
る
中
、
そ
の
財
力
・
商
才
と
村
政

経
験
が
財
政
改
革
の
切
り
札
と
し
て
期

待
さ
れ
た
の
で
す
。
彼
ら
は
侍
身
分
に

取
り
立
て
ら
れ
て
「
勝か

っ
て
か
た

手
方
」
と
い
う

役
職
に
就
任
し
、
藩
財
政
の
再
建
に
着

手
し
ま
し
た
。

　
勝
手
方
は
、「
組
」
と
呼
ば
れ
る
担

当
区
域
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が

各
組
の
年
貢
を
収
納
し
て
よ
り
高
い
相

場
で
年
貢
米
を
売
り
捌さ

ば

く
こ
と
で
藩
の

収
入
増
加
に
つ
と
め
ま
し
た
。
藩
の
資

金
に
不
足
が
あ
る
と
き
は
、
自
ら
の
資

産
を
御
用
金
と
し
て
納
め
ま
し
た
。

　
ま
た
、
藩
の
会
計
帳
簿
を
微
細
に
点

検
し
、
二
四
カ
条
に
わ
た
る
支
出
削
減

仕
法
を
考
案
し
ま
し
た
。
そ
の
範
囲
は
、

藩
主
の
外
出
回
数
の
削
減
・
日
常
の
衣

服
な
ど
藩
主
の
家
族
の
生
活
面
に
お
け

る
支
出
の
抑
制
を
中
心
に
、
藩
主
親
族

を
は
じ
め
と
す
る
冠
婚
葬
祭
費
の
縮
減

の
ほ
か
、
細
か
い
と
こ
ろ
で
は
書
状
便

数
の
削
減
に
よ
る
通
信
費
の
抑
制
、
書

状
の
短
文
化
に
よ
る
紙
代
の
節
約
と

い
っ
た
内
容
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
ま

す
。

　
年
貢
収
納
と
い
う
支
配
の
根
幹
に
か

か
わ
る
権
利
を
、
大
名
が
領
民
の
手
に

委
ね
る
と
い
う
事
態
は
、
仁
正
寺
藩
だ

け
で
は
な
く
、
他
の
大
名
や
旗は

た
も
と本

の
間

で
も
広
く
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
は
、
大
名
支
配
の
弱
体
化
と
地
域

社
会
の
成
熟
が
全
国
規
模
で
進
ん
で
い

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
仁
正
寺
藩
の
努
力
も
む
な
し

く
、
従
来
の
支
出
に
加
え
、
開
国
後
の

物
価
騰
貴
や
、
幕
末
に
向
け
て
増
加
し

た
異
国
警
衛
な
ど
の
軍
役
費
用
が
か
さ

み
、
藩
の
財
政
は
好
転
し
な
い
ま
ま
明

治
の
廃
藩
置
県
を
迎
え
ま
し
た
。
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こ
れ
ま
で
に
刊
行
し
ま
し
た
『
近
江
日
野
の
歴
史
』
は
、
第
一
巻
「
自
然
･

古
代
編
」、
第
二
巻
「
中
世
編
」、
第
三
巻
「
近
世
編
」、
第
五
巻
「
文
化
財
編
」、

第
六
巻
「
民
俗
編
」、
第
七
巻
「
日
野
商
人
編
」、
第
八
巻
「
史
料
編
」
と
な

り
ま
し
た
。
教
育
委
員
会
や
各
公
民
館
な
ど
に
お
い
て
、
一
冊
四
、〇
〇
〇
円

で
好
評
販
売
中
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
と
も
お
買
い
求
め
く
だ
さ
い
。
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