
社同

近
江
八
幡
市
の
今
昔

天
正
十
三
年
(
一
五
八
五
豊
臣
秀
次
が
八
幡
山

に
築
い
た
八
幅
城
は
、
い
ま
は
城
址
の
み
が
の
こ
っ

て
い
る
。
岩
を
砕
い
て
生
き
て
き
た
老
松
の
根
が
、

苔
む
し
た
石
垣
を
支
え
て
い
る
。
山
頂
に
た
だ
ず
ん

で
琵
琶
湖
上
遥
か
に
比
叡
比
良
、
伊
吹
と
、
鈴
鹿

連
山
一
望
の
眺
め
は
実
に
絶
景
で
あ
る
。
こ
の
八
幡

山
の
南
麓
ぞ
い
の
古
い
街
が
、
近
江
商
人
の
発
祥
の

地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
旧
八
幡
町
で
あ
る
。

し
か
し
年
と
共
に
町
の
様
子
は
大
分
変
っ
た
が
、

そ
れ
で
も
昔
な
が
ら
の
黒
ず
ん
た
紅
が
ら
塗
り
の
格

子
戸
の
あ
る
居
宅
と
、
白
壁
の
士
蔵
と
が
建
並
ん
だ

街
筋
が
の
こ
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
昔
、
遠
く
安
南
の

地
ま
で
航
行
し
た
豪
商
の
住
っ
た
町
と
は
思
え
ぬ
ほ

ど
、
静
か
な
た
た
住
い
で
あ
る
。

こ
の
八
幡
町
が
昭
和
二
十
年
、
隣
接
村
落
を
合
併

し
て
、
一
躍
人
口
四
万
五
千
の
近
江
八
幡
市
が
璽

し
た
。
そ
し
て
八
幡
山
に
口
ー
プ
ウ
ェ
ー
が
敷
か
れ

る
な
ど
確
か
に
便
利
と
い
え
よ
う
が
、
か
つ
て
石
垣

を
離
登
っ
て
城
址
を
訪
ね
九
も
の
に
は
、
い
さ
さ
か

趣
を
欠
い
た
感
も
す
る
。
し
か
し
観
光
ブ
ー
ム
の
咋

今
だ
か
ら
こ
れ
も
や
む
を
え
な
い
に
し
て
も
、
部
び

た
街
筋
に
派
手
な
鈴
蘭
灯
が
立
並
ん
だ
り
、
コ
ン
ク
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i

ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
の
壁
が
出
現
す
る
に
至
っ
て
は
、
こ

れ
が
市
政
へ
の
衣
替
え
の
姿
か
と
皮
肉
り
た
く
も
な

る
。
州
は
づ
れ
の
水
田
に
は
蛙
が
鳴
い
て
い
る
。
「
市

に
蛙
が
・
・
・
・
・
・
」
な
ん
て
気
に
す
る
こ
と
は
な
か
ろ

う
。
東
京
都
内
で
も
猪
さ
え
出
る
と
い
う
の
だ
か

ら
、
天
下
に
名
高
い
江
州
米
と
縁
の
深
い
蛙
だ
。
む

し
ろ
じ
っ
く
り
と
蛙
の
声
を
聞
く
の
も
よ
か
ろ
う
0

八
幡
の
人
々
は
代
々
金
儲
け
が
上
手
で
、
実
業
界

に
大
物
が
沢
山
い
る
。
私
は
こ
の
八
幡
に
産
れ
、
こ

こ
で
育
っ
た
。
そ
こ
で
あ
る
人
は
私
に
こ
う
い
っ

た
。
「
せ
っ
か
く
八
幡
に
産
れ
な
が
ら
、
同
志
社
に

行
っ
て
惜
し
い
こ
と
を
し
た
な
あ
」
と
慰
め
て
く
れ

た
。

八
幡
の
祥
し
い
歴
史
は
、
近
江
蒲
生
志
全
十
巻
、

江
洲
商
人
、
八
幡
史
な
ど
、
ま
た
面
白
く
読
め
る
本

と
し
て
毎
日
新
聞
社
編
の
江
州
人
が
あ
る
か
ら
、
こ

の
く
ら
い
で
割
愛
す
る
が
、
八
幡
と
い
え
ば
ヴ
ォ
ー

リ
ズ
氏
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
。

そ
こ
で
近
江
兄
弟
社
を
訪
ね
て
、
い
ま
な
お
印
象

深
く
記
憶
に
の
こ
っ
て
い
る
エ
ヒ
ソ
ー
ド
を
附
記
す

る
こ
と
に
し
ょ
う
。
(
ヴ
ゞ
ー
リ
ズ
氏
の
人
と
事
業

な
ど
に
つ
い
て
は
、
近
江
の
兄
弟
、
あ
め
に
た
か

ら
、
湖
畔
の
声
な
ど
の
出
版
物
や
、
本
焚
号
に
は

吉
田
希
夫
氏
の
執
筆
も
あ
る
。
)
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八
幡
は
世
界
の
中
心

滋
賀
大
学
の
小
牧
学
長
は
、
「
江
州
人
」
の
刊
頭

の
辞
に
「
江
州
は
日
本
の
へ
ソ
だ
」
と
書
い
て
あ

る
0
 
ヴ
す
ー
リ
ズ
氏
(
ウ
ィ
リ
ア
ム
.
メ
レ
ル
.
ヴ

寸
ー
リ
ズ
)
は
「
八
幡
は
世
界
の
中
心
だ
」
と
い
っ

た
。
そ
の
訳
を
聞
く
と
、
コ
ン
。
ハ
ス
の
足
を
世
界
地

図
の
八
幅
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
一
ぱ
い
に
円
を
描

そ
し
て
「
そ
れ
、
ご
覧
な
さ
い
。
八
幡
は
世

界
の
中
心
で
し
ょ
う
」
と
い
う
訳
で
、
説
明
は
至
っ

て
簡
単
明
僚
、
だ
が
こ
れ
は
決
し
て
駄
酒
落
だ
け
で

は
な
力
う
た

「
富
め
る
者
が
天
国
に
入
る
こ
と
は
、
ラ
ク
ダ
が
針

の
穴
を
通
る
よ
り
も
困
撃
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い

る
そ
の
富
め
る
者
が
、
日
本
一
多
い
金
も
ち
所
、
ハ

幡
に
は
る
ば
る
単
身
の
り
込
ん
で
き
た
青
年
ヴ
今

リ
ズ
氏
の
心
中
に
は
深
く
決
す
る
も
の
が
あ
う
六
に

違
い
な
い
。
実
に
偉
い
人
で
あ
っ
た
と
思
う
。

ヴ
ォ
ー
リ
ズ
氏
は
明
治
三
十
八
年
来
日
、
昨
年
八

十
四
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
、
六
十
年
近
く
の
日
本
で

の
生
涯
、
八
幡
以
外
に
住
ま
っ
た
こ
と
は
な
い
。
こ

う
し
て
ヴ
寸
ー
リ
ズ
氏
が
八
幡
を
中
心
に
、
描
い
て

き
た
円
は
立
派
で
、
ま
た
大
き
く
成
長
し
九
。

ー
サ
ナ
ト
リ
ユ
ー
ム
開
設
の
こ
と
1
 
「
あ
る
寺
の

住
職
が
結
核
に
な
っ
た
。
遂
に
こ
の
僧
侶
は
こ
こ
か

ら
追
放
同
様
の
態
で
、
寺
と
別
れ
村
を
出
て
行
っ

た
。
そ
し
て
あ
る
日
、
ヴ
"
ー
リ
ズ
氏
を
訪
ね
た
。

ヴ
分
ー
リ
ズ
氏
は
彼
の
身
上
に
し
み
じ
み
同
情
し

て
、
彼
の
療
養
の
た
め
に
と
小
さ
な
家
を
建
て
て
番

人
も
添
え
六
。
し
か
し
僧
侶
は
遂
に
世
を
去
た
。

こ
の
痛
ま
し
い
事
突
は
ヴ
*
ー
リ
ズ
氏
に
非
常
な

シ
ョ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
身
は
僧
侶
と
い
う
聖
職
に
あ

り
な
が
ら
も
、
ひ
と
た
び
結
核
に
侵
さ
れ
た
が
最

後
、
一
仞
か
ら
見
放
さ
れ
て
孤
独
の
ま
ま
遂
に
死
ん

で
行
っ
た
悲
劇
を
、
身
近
か
に
体
験
し
九
ヴ
ォ
ー
リ

ズ
氏
は
、
こ
の
事
実
を
機
関
紙
『
マ
ス
タ
ー
ド
シ
ー

ド
』
に
鷲
て
、
世
界
中
の
有
志
に
送
っ
九
こ
う

し
て
欝
も
僧
侶
の
小
臣
の
あ
っ
た
北
之
庄
に
設
立

さ
れ
た
の
が
近
江
サ
ナ
ト
リ
ュ
ー
ム
で
あ
る
」
と
、

若
い
時
に
聞
い
た
が
、
『
近
江
の
兄
弟
』
を
読
む
と

多
少
相
違
の
点
も
あ
る
ら
し
い
。

こ
こ
北
之
庄
は
八
幡
山
の
東
麓
自
然
林
の
中
に

ク
リ
ー
ム
色
の
病
棟
が
幾
つ
か
建
ち
並
ん
で
い
る
。

安
土
、
八
幡
の
水
郷
を
隔
て
て
、
安
土
城
址
が
手
近

か
に
見
え
る
静
か
な
眺
め
で
あ
る
。

ー
ガ
リ
ラ
ヤ
丸
の
こ
と
1
町
か
ら
湖
に
通
ず
る
水

路
八
幡
堀
、
こ
れ
は
八
幡
城
の
外
濠
で
あ
っ
た
。
こ

こ
を
毎
日
ポ
ン
ポ
ン
と
丸
い
煙
の
輸
を
水
面
に
の
こ

し
て
ガ
リ
ラ
ヤ
丸
は
堅
田
、
今
津
、
長
浜
と
湖
辺
の

町
々
へ
福
音
伝
道
に
出
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
い
つ
も
武
田
猪
平
牧
師
の
姿
を
見
た
。
こ
ん
な
光

景
の
記
憶
は
な
つ
か
し
い
も
の
だ
。

夏
休
み
に
な
る
と
同
志
社
か
ら
下
村
泰
介
氏
や
、

亡
く
な
っ
九
塚
本
義
三
氏
ら
が
や
っ
て
き
て
、
ガ
リ

ラ
ヤ
丸
に
乗
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
九
。
こ
れ
が

き
っ
か
け
に
な
っ
て
、
い
ま
だ
に
船
に
凝
っ
て
い
る

と
下
村
氏
は
い
う
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
ガ
リ
ラ
ヤ
丸

の
印
線
は
深
か
っ
九
。

同
志
社
と
八
幡

近
江
の
国
、
こ
と
に
湖
南
地
方
は
早
く
か
ら
キ
リ

ス
ト
教
の
伝
遭
が
行
わ
れ
た
地
で
、
黒
社
創
立
間

し)

た

八幅城址
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も
な
い
頃

"

か
ら
既
に

「

i

交
渉
が
あ

金聳

4

つ
た
よ
う

ン

だ
。
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神
戸
教
会

匡
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、
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ト
'
'
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'

の
牧
師
米

ノ

:
γ

一
,
一

.

沢
尚
三
、

八
幡
堀
と
西
川
荘
五
郎
邸
八
幡
教
会

の
牧
師
須
田
忠
明
、
宮
川
友
之
助
、
浜
田
乙
磨
、
森

山
寅
之
助
、
大
橋
五
兇
、
宮
森
武
次
郎
、
田
中
金
蔵
、

村
上
太
五
平
、
武
田
猪
平
、
高
橋
仰
三
郎
の
諸
氏
ら

は
同
志
社
に
学
ん
だ
八
幡
出
身
者
、
あ
る
い
は
同
志

社
に
学
ん
で
八
幡
伝
道
に
献
身
し
た
人
た
ち
で
、
実

業
界
で
は
近
江
帆
布
の
小
森
利
兵
衛
氏
(
南
大
阪
教

会
創
立
者
の
一
人
)
も
八
幡
出
身
で
あ
っ
た
。
そ
れ

か
ら
後
大
正
初
期
頃
に
な
る
と
同
志
社
に
学
ん
だ

学
生
の
数
も
幾
分
増
し
九
。
私
も
そ
の
一
人
で
あ
っ

た
か
ら
、
そ
の
頃
の
幾
人
か
を
思
い
出
し
て
見
よ

、
つ
0

ま
ず
高
橋
虔
氏
、
同
氏
は
現
在
同
志
社
神
学
部
教

(
校
友
・
局
志
社
本
部
掴
託
)

授
へ
プ
ル
原
典
研
究
、
特
に
わ
が
国
で
は
数
少
な

い
ア
ラ
ム
語
の
研
究
者
と
し
て
重
き
を
な
し
て
い

る
。
ま
た
中
村
貢
氏
は
そ
の
当
時
八
幡
商
業
に
在
学

中
で
あ
っ
た
が
現
在
女
子
大
教
授
同
志
社
理
事
と

し
て
、
最
近
問
題
の
多
い
私
学
経
営
に
活
躍
を
し
て

い
る
。
そ
れ
か
ら
千
貫
清
一
郎
氏
と
妹
さ
ん
二
人
が

い
た
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
一
家
と
し
て
先
代
は
八
幡
教

会
設
立
の
功
労
者
、
清
一
郎
氏
は
も
う
七
十
に
近
い

が
最
近
ま
で
滋
賀
県
体
育
協
会
の
初
代
理
事
現
在

は
県
陸
上
協
議
協
会
の
理
事
、
校
友
会
支
部
長
と
実

に
多
忙
な
が
ら
も
健
在
。
い
ま
一
人
は
F
き
く
子

さ
ん
で
、
誰
か
が
「
彼
女
は
菊
の
花
の
よ
う
だ
」
と

い
っ
た
。
同
志
社
在
学
中
ず
う
っ
と
優
等
生
で
、
英

文
科
卒
業
後
渡
米
し
た
。
ち
よ
っ
と
こ
こ
で
余
談
を

挾
む
と
、
こ
ん
な
彼
女
だ
っ
た
か
ら
当
時
の
神
学
生

た
ち
か
ら
随
分
プ
ロ
ポ
ー
ズ
さ
れ
た
が
、
い
づ
れ
も

デ
ン
ト
ン
先
生
の
お
許
し
が
な
か
っ
た
と
い
う
か

ら
、
先
生
の
秘
蔵
の
女
性
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

一
方
、
こ
の
頃
、
同
志
社
か
ら
八
幡
を
訪
ね
る
人

た
ち
も
多
く
あ
っ
た
。
神
学
部
の
学
牛
が
盛
ん
に
往

来
し
て
八
幡
の
伝
道
を
行
っ
た
。
上
界
孝
、
上
野

義
一
、
安
東
(
並
田
)
長
義
、
石
川
清
、
大
島
豊
、

丹
羽
厳
、
錦
織
貞
夫
、
平
田
甫
、
藤
原
鉄
長
ら
の
諸

氏
で
あ
っ
た
器
が
あ
る
。
清
水
安
三
氏
も
そ
の
一

人
で
、
八
幡
を
根
拠
に
し
て
安
土
の
伝
道
に
熱
心
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
ち
ょ
つ
と
道
卓
に
な
る
が
、
一
盾
水

氏
に
つ
い
て
こ
ん
な
話
が
あ
る
。

彼
が
大
津
の
連
隊
に
い
た
あ
る
日
、
教
官
が
「
戦

争
の
目
的
は
勝
利
に
あ
り
」
と
教
え
た
。
と
こ
ろ
が

清
水
氏
は
早
速
「
教
官
殴
戦
争
の
目
的
は
平
和
に

あ
り
で
す
」
と
、
抗
議
し
た
。
そ
の
後
入
隊
し
た
私

は
こ
の
話
を
聞
い
た
。
お
そ
ら
く
有
名
?
な
話
と
し

て
申
し
送
り
に
な
っ
て
い
た
も
の
ら
し
い
。

江
州
商
人
発
祥
の
こ
の
地
に
、
種
違
い
の
キ
ノ
ス

ト
教
の
一
粒
が
播
か
れ
て
か
ら
も
う
七
八
十
年
に
も

な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
闘
、
八
幡
の
文
化
は
大
き
く
育

た
。
ま
た
先
代
の
商
業
の
地
盤
を
継
承
し
て
経
済

的
に
も
大
い
に
伸
展
し
た
が
、
そ
こ
に
同
志
社
人
の

存
在
も
無
視
で
き
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か

ろ
う
。
八
幡
か
ら
同
志
社
へ
。
同
志
社
か
ら
八
幡
へ

と
持
ち
運
ん
だ
「
一
粒
の
麦
」
の
三
つ
が
、
新

し
く
市
と
し
て
の
街
創
り
の
上
に
、
更
に
ょ
き
成
長

を
祈
る
の
で
あ
る
。

筆
を
止
め
る
に
当
っ
て
、
同
志
社
の
校
歌
0
ワ
ン

ハ
ー
ハ
ス
ι
の
作
詩
者
ヴ
寸
ー
リ
ズ
氏
の
心
か
ら
な

る
警
を
表
し
、
道
草
の
多
か
っ
た
歴
史
散
歩
を
終

る
0
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