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今
回
は
、
『
近
江
日
野
の
歴
史
』
第

三
巻
「
近
世
編
」
の
中
か
ら
、
江
戸
時

代
の
民
俗
と
関
わ
る
史
料
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
す
。

　

民
俗
と
し
て
の
景
観

　
歴
史
学
の
多
く
の
分
野
で
は
、
古
文

書
な
ど
の
文
字
史
料
が
研
究
の
基
本
と

な
っ
て
い
ま
す
。
近
世
は
文
字
文
化
が

普
及
し
た
時
代
で
、
多
く
の
歴
史
が

記
録
さ
れ
、
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
民
間
に
伝
承

さ
れ
る
風
俗
で
あ
る
民
俗
は
、
人
の
生

き
ざ
ま
や
生
活
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
記
録

さ
れ
た
と
し
て
も
史
料
と
し
て
伝
え
ら

れ
な
か
っ
た
り
し
ま
す
。
ま
た
、
親
か

ら
子
、
子
か
ら
孫
へ
と
何
世
代
も
変
わ

ら
ず
に
引
き
継
が
れ
る
も
の
が
あ
る
一

方
で
、
一
世
代
ど
こ
ろ
か
わ
ず
か
な
年

月
で
も
激
変
・
消
滅
し
て
し
ま
う
も
の

が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
民
俗
の
特
性
で

す
。

　
現
代
の
文
化
や
風
習
に
は
、
近
世
に

始
ま
っ
た
り
定
着
し
た
り
し
た
も
の
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
衣
食
住
を
例
に

見
て
み
ま
し
ょ
う
。
衣
文
化
で
は
、
麻

や
藤
な
ど
に
代
わ
っ
て
木
綿
が
普
及

し
、
藍
染
の
野の

ら

ぎ

良
着
と
し
て
一
般
化
し

ま
し
た
。
食
文
化
で
は
、
米
・
野
菜
・

魚
を
主
と
す
る
日
本
的
食
生
活
が
定
着

し
、
サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど
の
外
来
作
物
や

茶
・
煙た

ば
こ草

な
ど
の
嗜
好
品
も
広
ま
り
ま

し
た
。
住
文
化
で
は
、
畳
が
普
及
し
、

仏
壇
を
置
く
仏
間
が
造
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　
著
し
い
変
化
が
視
覚
的
に
実
感
で
き

る
民
俗
文
化
と
し
て
、
町
並
み
や
風
景

な
ど
の
景
観
が
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
は

ど
こ
の
集
落
に
も
火ひ

の
見み

櫓
や
ぐ
ら

が
あ
り
、

田
の
畦あ

ぜ

に
は
稲は

さ

ぎ

架
木
が
見
ら
れ
る
な

ど
、
戦
前
の
風
景
は
ほ
ぼ
近
世
の
そ
れ

を
引
き
継
い
で
い
た
と
い
え
ま
す
。
し

か
し
、
伝
統
的
木
造
建
築
が
近
代
的
な

高
層
建
築
へ
と
変
り
、
田
畑
は
ほ
場
整

備
事
業
に
よ
り
機
能
的
で
規
格
性
の
高

い
耕
地
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
細
く
曲
が

り
く
ね
っ
た
道
や
川
は
直
線
的
で
幅
広

い
道
路
や
水
路
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
に
生
活
に
密
着
し
た
景
観
は
、
近

世
と
現
在
と
で
は
大
き
く
様
変
わ
り
し

て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

残
さ
れ
た
高
札
場

　
近
世
的
景
観
を
構
成
す
る
要
素
の
一

つ
と
し
て
、
高こ

う
さ
つ
ば

札
場
が
あ
り
ま
す
。
時

代
劇
で
触ふ

れ
が
き書

に
人
び
と
が
群
が
る
場
面

と
し
て
よ
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
高
札

は
、
法
令
や
禁
令
な
ど
を
記
し
た
板
札

の
こ
と
で
、
制せ

い
さ
つ札

と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
を
禁
ず
る
キ
リ
シ
タ
ン
禁

制
の
高
札
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

町
辻
・
橋
詰
・
街
道
分
岐
点
な
ど
人
目

に
つ
き
や
す
い
場
所
に
掲
示
さ
れ
、
そ

の
場
所
を
高
札
場
と
い
い
ま
す
。
高
札

場
は
ど
こ
の
町
や
村
に
も
必
ず
あ
り
、

高
札
が
掲
げ
ら
れ
た
辻
を
意
味
す
る

「
札ふ

だ

の
辻つ

じ

」
と
い
う
地
名
は
そ
の
名
残

で
す
。
日
野
で
は
、
大
窪
の
興こ

う
せ
ん
じ

仙
寺
前

に
あ
る
T
字
路
を
「
札
の
辻
」
と
呼
び

ま
す
が
、
こ
こ
も
か
つ
て
の
高
札
場
で

す
。

　
高
札
場
は
時
勢
に
適
さ
な
い
と
い
う

理
由
か
ら
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
に

撤
去
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
町
内
に

は
、
処
分
さ
れ
る
こ
と
な
く
残
さ
れ
た

高
札
場
が
あ
り
ま
し
た
。
河
原
の
天
満

宮
の
手て

み
ず
し
ゃ

水
舎
が
そ
れ
で
す
。
慶
応
四

（
一
八
六
八
）
年
の
同
村
明
細
帳
に
は

「
御
高
札
場
御ご

ざ
そ
う
ろ
う

座
候
」
と
あ
り
、
こ
の

高
札
場
が
天
満
宮
に
移
築
さ
れ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
ま
た
、弘
化
三（
一
八
四
六
）

年
の
同
村
絵
図
に
は
、集
落
の
中
に
「
御

高
札
」
が
描
か
れ
、
石
積
み
と
思
わ
れ

る
上
に
矢や

ら
い来

（
柵
）
を
巡
ら
せ
、
板
葺

き
と
思
わ
れ
る
屋
根
が
架
か
っ
て
い
ま

す
。「
天
満
宮
」
や
「
野の

が
み神

」
と
の
位

置
関
係
か
ら
、
高
札
場
の
お
よ
そ
の
位

置
が
推
測
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
た
び
手
水
舎
が
新
造
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
一
四
〇
年
以
前
の
高
札
場

が
解
体
処
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
町
と
し
て
は
数
少
な
い
現
存
史
料

を
確
保
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
譲
り
受

け
、
高
札
場
は
、
現
在
整
備
を
進
め
て

い
る
綿
向
神
社
参
道
沿
い
の
旧
山
中
正

吉
邸
の
一
画
へ
移
築
保
存
す
る
こ
と
に

な
り
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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