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湖
岸
の
長
沢
集
落
の
真
ん
中
に
ひ
と
き

わ
大
き
く
そ
び
え
る
屋
根
は
、
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
の
古
刹
・
福
田

ふ

く

で

ん

寺じ

で
す
。「
長
沢

御
坊
」
と
も
呼
ば
れ
、「
息
長

お

き

な

が

寺で

ら

」
の
別
名

が
示
す
よ
う
に
、
古
来
、
朝
廷
と
関
わ
り

の
深
か
っ
た
豪
族
息
長
氏
の
菩
提
寺
で
も

あ
り
ま
し
た
。

境
内
に
は
県
指
定
有
形
文
化
財
の
御
殿

（
書
院
）
や
国
の
名
勝
庭
園
、
蓮
如
お
手
植

え
の
松
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
一
角
に
建
つ

「
殉
教

じ
ゅ
ん
き
ょ
う

万
人
塚

ま

ん

に

ん

つ

か

」
は
、
戦
国
時
代
、
時
の
住

職
覚
芸

か

く

げ

い

が
、
真
宗
を
護
る
た
め
に
湖
北
十

カ
寺
の
信
徒
を
率
い
て
、
浅
井
氏
と
と
も

に
織
田
信
長
と
戦
っ
た
際
の
犠
牲
者
を
弔

う
も
の
で
す
。
毎
年
五
月
と
一
一
月
に
お

こ
な
わ
れ
る
「
奴
振
り
」
は
、
二
二
世
摂せ

っ

専せ

ん

の
内
室
と
し
て
二
条
家
の
姫
が
お
輿
入

れ
し
た
時
に
随
従
し
て
き
た
奴
の
公
家
振

り
と
い
わ
れ
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
な
っ

て
い
ま
す
。

福
田
寺
は
も
と
も
と
布
施

ふ

せ

山
息
長
寺

ざ

ん

お

き

な

が

で

ら

成じ
ょ
う

功こ

う

徳
院

と

く

い

ん

と
号
し
、
場
所
も
旧
黒
田
村
大
字

薗
原
（
長
浜
市
南
東
部
）
に
あ
り
ま
し
た
。

正
安
年
間
（
一
二
九
九
〜
〇
一
）、
天
台
宗

か
ら
真
宗
に
改
ま
り
、
延
元
四
年
（
一
三

三
九
）
に
現
在
地
に
移
転
し
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

御
殿
は
庭
園
に
面
し
、
桁
行
七．

五
間
、

梁
間
四．

五
間
、
そ
の
南
側
と
西
側
に
鞘さ

や

の
間
（
畳
敷
き
の
縁
側
）
を
つ
け
、
東
側

に
は
玄
関
が
付
属
し
て
い
ま
す
。
北
側
は

廊
下
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
あ
た
り

は
若
干
改
良
が
く
わ
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

御
殿
内
部
は
田
の
字
型
に
八
間
に
区
切
り
、

西
端
の
二
間
は
床
が
一
段
高
く
「
上
段
の

間
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
上
段
の
間
の
南

側
は
花か

頭
窓

と

う

ま

ど

の
附
書
院

つ

け

し

ょ

い

ん

を
つ
け
、
北
の
間

は
床と

こ

を
も
っ
て
い
ま
す
。

寺
で
は
「
浅あ

ざ

井
御

い

ご

殿て

ん

」
と
称
し
て
、
小

谷
城
か
ら
移
築
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
福
田
寺
と
浅
井
氏
と
は
関
係
が

深
く
、
先
の
覚
芸
の
戦
い
の
ほ
か
、
一
二

世
正し

ょ
う

芸げ

い

は
浅
井
長
政
の
遺
児
萬
菊
丸

ま

ん

き

く

ま

る

と
も

い
わ
れ
、
浅
井
家
か
ら
御
殿
が
移
築
さ
れ

る
背
景
は
あ
り
ま
す
が
、
現
御
殿
の
建
築

年
代
は
様
式
・
手
法
か
ら
み
て
、
し
い
て

い
え
ば
寛
文
頃
（
一
六
六
一
〜
七
二
）
に

営
ま
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
谷

城
か
ら
の
移
転
説
は
、
現
御
殿
以
前
の
建

物
に
関
す
る
伝
承
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

御
殿
の
用
途
と
し
て
は
、
私
的
な
法
主

の
衣
装
の
間
と
、
公
的
な
法
主
の
対
面
の

場
が
あ
り
、
御
殿
と
い
う
よ
り
対
面
所
的

な
性
格
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
真
宗
寺
院
の

対
面
所
と
し
て
は
、
長
浜
大
通
寺
広
間
、

大
津
別
院
対
面
所
に
続
く
も
の
で
貴
重
な

遺
構
で
す
。

福
田
寺
御
殿
の
屋
根
は
「
茅か

や

葺ぶ

き
」
の

技
法
で
葺
か
れ
て
い
ま
す
。
茅
葺
き
と
は
、

「
茅
（
ス
ス
キ
）」
で
葺
い
た
屋
根
葺
き
技

法
の
み
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
が
ち
で
す

が
、
草
の
種
類
を
問
わ
ず
、
草
で
葺
い
た

屋
根
技
法
を
示
す
総
称
と
し
て
も
用
い
ら

れ
る
言
葉
で
す
。
福
田
寺
御
殿
の
屋
根
に

は
、
葭よ

し

が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
茅
葺
の

屋
根
は
、
お
お
む
ね
二
〇
年
程
度
で
腐
朽

や
抜
け
落
ち
等
の
痛
み
が
生
じ
て
く
る
の

で
、
そ
の
都
度
、
屋
根
の
修
理
を
繰
り
返

す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

修
理
方
法
に
は
、
い
ち
か
ら
新
材
で
葺

き
上
げ
る
修
理
と
、「
差
し
屋
根
」
と
呼
ば

れ
る
、
傷
ん
だ
部
分
の
葺
き
材
を
抜
い
た

り
、
切
り
取
っ
た
り
し
て
、
新
し
い
葺
き

材
を
差
し
込
む
方
法
が
あ
り
ま
す
。

今
回
の
修
理
は
、
強
風
や
冬
期
の
積
雪

な
ど
の
影
響
に
よ
り
葭
の
抜
け
落
ち
が
著

し
い
北
面
の
全
面
差
し
屋
根
と
そ
の
他
の

三
面
の
破
損
個
所
の
差
し
屋
根
を
お
こ
な

い
ま
す
。
滋
賀
県
の
マ
ザ
ー
レ
イ
ク
応
援

寄
付
金
を
活
用
し
て
い
ま
す
。
一
一
月
一

一
日
（
日
）
午
前
一
〇
時
四
〇
分
か
ら
現

地
見
学
会
を
開
催
し
ま
す
。

（
歴
史
・
文
化
財
保
護
室
）

県
指
定
文
化
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寺
御
殿
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ザ
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史
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岸
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大
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藍

▲ 福田寺御殿

屋
根
の
葭
葺
き
修
理


