
で
す
が
、
京
言
葉
と
比
べ
る
と
田
舎

風
で
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

琵
琶
湖
博
物
館
の
学
芸
員
の
方

の
資
料
で
は
、「
近
江
こ
と
ば
」
は

「
人
の
心
を
あ
た
た
か
く
和
ま
せ
る

力
」
を
も
ち
、「
独
特
の
音
韻
と
や

わ
ら
か
い
言
い
回
し
に
よ
っ
て
、
人

と
人
と
を
つ
な
ぎ
、
場
を
和
ま
せ
て

く
れ
る
」
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
ま

す
。「
親
し
み
が
あ
る
」「
や
わ
ら
か

い
」「
あ
た
た
か
い
」「
奥
深
い
」「
楽

し
い
」「
気
取
ら
な
い
」「
ぬ
く
も
り
」

「
お
っ
と
り
」「
お
だ
や
か
」
と
い
っ

た
印
象
を
持
つ
方
が
多
い
よ
う
で

す
。
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
時
、
大
正

15
年
生
ま
れ
の
祖
母
の
こ
と
を
思
い

出
し
ま
し
た
。
祖
母
が
電
話
口
や
お

客
さ
ん
相
手
に
こ
の
言
葉
遣
い
で
話

し
て
い
た
こ
と
を
懐
か
し
く
感
じ
ま

し
た
。

　
「
こ
と
ば
」
は
文
化
そ
の
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
を
使
う
人
達
の
人
柄

や
そ
の
地
域
を
表
す
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
最
近
は
こ
う
い
っ
た
言

葉
を
使
う
人
が
少
な
く
な
っ
て
い
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ぬ
く
も
り
の

あ
る
こ
の
言
葉
が
、
い
つ
ま
で
も
大

切
に
さ
れ
る
町
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と

感
じ
た
新
年
で
し
た
。

　

お
正
月
に

T
V
放
送
さ
れ

た
「
1
億
人
の

大
質
問
⁉
笑
っ

て
コ
ラ
え
て
！
」

の
ス
ペ
シ
ャ
ル

番
組
に
て
、
日

野
町
在
住
の
96

歳
と
93
歳
の
女

性
お
二
人
が
「
村
人
グ
ラ
ン
プ
リ

2
0
2
0
」
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

年
齢
を
感
じ
さ
せ
な
い
、
は
つ
ら
つ

と
し
た
お
二
人
の
掛
け
合
い
に
、
お

茶
の
間
は
も
ち
ろ
ん
、
所
ジ
ョ
ー
ジ

さ
ん
や
明
石
家
さ
ん
ま
さ
ん
も
魅

了
さ
れ
て
の
受
賞
で
し
た
。
特
に
、

お
二
人
が
話
さ
れ
て
い
た「
～
ど
す
」

と
い
っ
た
よ
う
な
「
京
言
葉
の
よ
う

な
上
品
な
言
葉
遣
い
」
に
ひ
ど
く
感

銘
を
受
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

お
二
人
の
言
葉
を
拾
っ
て
み
ま
す

と
、「
私
の
姉
が
も
う
1
0
0
歳
ど

す
が
な
」「
し
っ
か
り
し
て
は
り
ま

す
ね
ん
」「
畑
見
に
来
た
ん
ど
す
よ
」

な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
色
々
と
調
べ

て
み
ま
す
と
、
そ
れ
は
「
江ご

う

州し
ゅ
う

弁

（
近
江
こ
と
ば
）」
と
言
わ
れ
る
も
の

で
す
。
古
く
か
ら
文
化
的
・
人
的

交
流
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
京

言
葉
と
共
通
す
る
部
分
も
多
い
の

日野町長　堀江 和博

青雲之志
〜町長コラム〜

2
月
4
日
～
10
日
は
『
滋
賀
県
が
ん
と
向
き
合
う
週
間
』

一
人
で
悩
ま
ず
、相
談
し
て
く
だ
さ
い

一
人
で
悩
ま
ず
、相
談
し
て
く
だ
さ
い

　

日
本
人
の
2
人
に
1
人
は
が
ん
に
な

る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
死
因
の
第
1
位

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

が
ん
に
な
る
と
、
治
療
や
副
作
用
の

こ
と
、
お
金
や
仕
事
の
こ
と
、
毎
日
の

暮
ら
し
の
こ
と
、
が
ん
と
の
向
き
合
い

方
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
や
心
配
事
が

出
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
際
に
活
用

で
き
る
情
報
・
相
談
窓
口
を
ご
紹
介
し

ま
す
。

①
が
ん
情
報
し
が

　

滋
賀
県
の
が
ん
に
関
す
る
情
報

（
が
ん
の
知
識�

・�

治
療
法�

・�

療
養�

・�

体
験
談
等
）
が
見
ら
れ
ま
す
。

②
が
ん
相
談
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

�

（
電
話
相
談
）

　

看
護
師
や
社
会
福
祉
士
に
無
料
で
相

談
で
き
る
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
で
す
。

　

た
と
え
ば
、「
今
後
の
生
活
の
こ
と
が

心
配
」「
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
と
は
？
」

「
抗
が
ん
剤
の
副
作
用
が
不
安
」「
家
庭

で
で
き
る
こ
と
は
？
」
な
ど
の
相
談
を

し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

　

☎
０
３

−

３
５
４
１

−

７
８
３
０

　

毎
日
（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

　

午
前
10
時
～
午
後
1
時

　

午
後
3
時
～
午
後
6
時

③
専
門
医
に
よ
る
が
ん
無
料
相
談

�

（
電
話
相
談
・
面
談
相
談
）

　

ま
ず
は
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

　

☎
0
3

−

3
5
4
1

−

7
8
3
5

　

月
～
金
曜
（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

　

午
前
10
時
～
午
後
4
時

検 索がん情報しが

公
益
財
団
法
人 
日
本
対
が
ん
協
会

http://w
w
w
.jcancer.jp

☎
0
3

−

3
5
4
1

−

4
7
7
1

　
②
・
③
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ

り
、
相
談
日
が
縮
小
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　
保
健
セ
ン
タ
ー　
☎
0
7
4
8

−

5
2

−

6
5
7
4

滋賀県
健康づくりキャラクター
しがのハグ＆クミ
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温
故
知
新

日
野
歴
史
探
訪

　私
達
の
住
む
日
野
町
に
は
、
52
の
大
字
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
が
豊
か
な
自
然
と
歴
史
文
化
で
い
ろ
ど

ら
れ
て
い
ま
す
。

　温
故
知
新
で
は
、
町
内
各
大
字
の
歴
史
と
代
表
的
な

文
化
財
を
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」 ☎0748－52－0008

清
田

　

大
字
清
田
は
、
南
比
都
佐
地
区
の
北
端
、

水
口
丘
陵
の
谷
筋
の
北
の
入
り
口
に
あ
た

る
、
日
野
川
左
岸
大
の
平
野
部
に
位
置
し

て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
、「
清し

水み
ず

脇わ
き

村む
ら
（
清
水

村
と
も
）」
と
、「
五ご

反た
ん

田だ

村む
ら

」
の
2
か
村

に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
領
主
が
異

な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
明
治
7
年

（
1
8
7
4
）
に
合
併
し
、
各
村
の
名
の

一
字
を
取
っ
て「
清
田
村
」と
な
り
ま
し
た
。

丘
に
残
る
中
世
の
城
跡

　

清
田
地
区
は
、
中
世
、
甲
賀
郡
と
日
野

を
結
ぶ
要
路
で
あ
っ
た
「
迫

は
さ
ま

谷だ
に

道み
ち

」
の
起

点
に
あ
た
り
ま
す
。

　

沿
線
に
は
土
豪
で
あ
る
儀ぎ

俄が

氏
の
城
と

さ
れ
る
上
迫
城
や
、
家
臣
の
三み

木き

氏
の
城

と
さ
れ
る
下
迫
城
の
跡
が
残
っ
て
い
る
の

と
同
様
に
、
清
田
地
区
の
西
部
に
位
置
す

る
通
称
「
城
山
」
に
も
、「
清
田
城
」
と

称
さ
れ
る
中
世
の
城
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。

三
木
氏
ゆ
か
り
の
地

　

実
は
、
こ
れ
ま
で
清
田
城
に
関
す
る
同

時
代
の
記
録
は
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
こ

の
城
の
南
南
東
約
7
0
0
メ
ー
ト
ル
に

あ
る
下
迫
城
の
支
城
で
あ
っ
た
と
い
う
伝

承
の
み
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

下
迫
城
の
城
主
と
さ
れ
る
三
木
氏
に
つ

い
て
は
、
応
永
29
年
（
1
4
2
2
）
12
月

7
日
に
三み

木き

正ま
さ

良よ
し

が
、
清
田
地
区
の
北
に

位
置
す
る
十
禅
師
の
土
地
を
、「
十

じ
ゅ
う

禅ぜ
ん

師じ

妙み
ょ
う

法ほ
う

経き
ょ
う

導ど
う

場じ
ょ
う」
へ
寄
進
し
た
こ
と
が
記
録

に
残
り
ま
す
（
比
都
佐
神
社
文
書
）。
こ

の
記
録
に
よ
る
と
、
土
地
は
蒲が

も

生う

秀ひ
で

貞さ
だ

か

ら
購
入
し
相
続
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、

他
に
も
同
じ
よ
う
な
土
地
を
所
有
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
三
木
氏
は
下
迫
か
ら
十
禅

師
ま
で
勢
力
を
広
げ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　

さ
ら
に
時
代
が
下
っ
た
天
正
5
年

（
1
5
7
7
）
に
は
、
織お

田だ

信の
ぶ

長な
が

の
安
土

城
築
城
の
際
、
蒲
生
賦ま

す

秀ひ
で
（
氏
郷
）
へ
の

人
員
派
遣
の
命
令
に
対
し
、
派
遣
を
行
っ

た
三
木
氏
と
儀
俄
氏
へ
堀ほ

り

秀ひ
で

政ま
さ

か
ら
礼
状

が
出
さ
れ
て
い
ま
す
（
儀
俄
家
文
書
）。

　

つ
ま
り
、
信
長
の
時
代
に
な
っ
て
も
、

三
木
氏
は
蒲
生
氏
の
配
下
と
し
て
活
動
し

て
い
た
の
で
し
た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
三
木
氏
が
清
田

に
城
を
築
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
そ
も
そ
も
主
家
と
さ
れ
る

儀
我
氏
と
三
木
氏
と
の
関
係
や
、
そ
れ
ぞ

れ
の
領
地
の
範
囲
等
、
詳
し
い
こ
と
は
わ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

清
田
城
の
謎

　

清
田
城
跡
は
、
地
区
か
ら
の
比
高
約
35

メ
ー
ト
ル
の
丘
陵
上
に
あ
り
、
長
さ
約

1
1
0
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
り
、
4
つ
の

曲く
る

輪わ

（
平
坦
地
）
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
曲
輪
は
、
全
体
的
に
削さ

く

平へ
い

が

甘
い
も
の
で
す
が
、
要
所
に
土ど

塁る
い

や
堀ほ

り

切き
り

を
設
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
城
郭
遺
構
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

　

さ
ら
に
、
谷
を
挟
ん
だ
東
側
の
丘
陵
上

に
は
遺
構
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
西

方
山
麓
を
通
る
「
迫
谷
道
」
を
強
く
意
識

し
て
築
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
点
か
ら
、
清
田
城
は
、
迫
谷

道
や
北
方
の
日
野
川
沿
い
の
平
野
部
の
監

視
を
行
う
砦
と
し
て
機
能
し
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
こ
こ
に
築
か
れ
て

い
る
こ
と
が
謎
な
の
で
す
。

　

そ
れ
は
、
伝
承
の
と
お
り
三
木
氏
の
城

と
す
れ
ば
、
主
君
で
あ
る
蒲
生
氏
の
本
拠

に
対
し
て
砦
を
構
え
て
い
る
こ
と
と
な
っ

て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
蒲
生
氏
が
街
道
監

視
や
連
絡
の
た
め
に
築
い
た
臨
時
の
城
と

も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
現
時
点
で
は
推
定

の
域
を
出
な
い
謎
の
城
と
言
え
ま
す
。

清田城跡近景（中央の丘陵上）

広報ひの　2021.2.117


