
うみんど 第34号 ■ 6

的
な
姿
を
衰
退
さ
せ
る
原
因
だ
っ
た

よ
う
で
す
。
も
っ
と
も
遅
く
ま
で
使

わ
れ
続
け
た
の
は
田
舟
で
し
た
。
１

９
９
３
年
に
琵
琶
湖
周
辺
で
行
わ
れ

た
和
船
分
布
調
査
に
よ
る
と
、
合
計

６
６
７
隻
が
現
存
し
、
そ
の
う
ち
の

67
％
が
田
舟
で
し
た
。
特
に
、
中
主
、

近
江
八
幡
、
安
土
、
能
登
川
、
彦
根

と
い
う
湖
東
沿
岸
部
に
集
中
し
て
お

り
、
全
体
の
過
半
数
を
占
め
ま
す
。

田
舟
が
遅
く
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
た

の
は
何
故
か
、
ま
た
使
わ
れ
な
く
な

っ
た
背
景
は
何
か
、
そ
ん
な
こ
と
に

つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。

か
つ
て
の
船
に
ま
つ
わ
る
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
丸
子
船

見
聞
録
」
に
よ
る
と
、
田
舟
に
関
す

る
情
報
は
水
田
の
分
布
と
重
な
る
湖

南
か
ら
湖
東
に
か
け
て
、
特
に
近
江

八
幡
周
辺
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
時

代
は
昭
和
初
期
か
ら
１
９
６
０
年
代

頃
ま
で
も
中
心
に
、
新
し
く
は
１
９

８
０
年
代
頃
ま
で
の
も
の
で
あ
り
、

ち
ょ
う
ど
圃ほ

場
じ
ょ
う

整
備
が
進
む
以
前
の

時
期
と
一
致
し
ま
す
。「
一
家
に
一

艘
こ
う
い
っ
た
船
が
あ
り
、
必
要
不

可
欠
な
物
」（
戦
前
　
草
津
〜
浜
大

津
港
）
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
身
近
な
足

と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
主
に
、

稲
、
米
、
野
菜
、
下し

も

肥ご
え

を
運
搬
し
て

い
ま
し
た
。
使
い
勝
手
が
良
か
っ
た

背
景
に
は
、「
家
の
す
ぐ
か
た
わ
ら

に
船
着
場
が
あ
り
、
い
つ
も
舟
を
繋

い
で
い
た
。
水
路
が
隣
接
し
て
い
な

い
家
の
人
は
大
変
で
、
脱
穀
機
等
を

リ
ヤ
カ
ー
や
大
八
車
に
積
ん
で
人
力

で
水
路
ま
で
運
び
、
舟
に
乗
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。」（
昭
和
20
年

〜
40
年
頃
ま
で
　
中
主
町
、
近
江
八

幡
）、「
家
の
裏
に
は
川
が
あ
り
、
田

ん
ぼ
ま
で
水
路
と
し
て
続
い
て
い

た
。
川
戸
が
家
の
玄
関
の
よ
う
な
も

の
で
、
田
舟
で
脱
穀
の
機
械
類
ま
で

運
ん
で
い
た
。」（
昭
和
32
年
頃
　
草

津
市
津
田
江
・
下
物
・
吉
田
）
と
い

う
よ
う
に
、
家
や
作
業
場
の
周
辺
に

め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
た
水
路
が
深
く
関

係
し
て
い
ま
し
た
。

現
在
と
明
治
時
代
の
琵
琶
湖
周
辺

の
地
図
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
そ
の

様
子
が
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
明
治

時
代
の
湖
岸
線
は
現
在
よ
り
も
ず
っ

と
複
雑
で
、
内
湖
の
範
囲
も
広
い
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
以
後
の
近
代
化
政

策
に
よ
っ
て
水
位
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

や
土
地
整
備
が
行
わ
れ
た
結
果
、
湖

岸
線
や
内
湖
の
形
態
が
大
き
く
変
わ

り
ま
し
た
。

水
位
の
低
下
対
策
と
し
て
明
治
38

年
、
に
南
郷
洗

あ
ら
い

堰ぜ
き

が
完
成
す
る
と
、

「
親
父
の
時
代
に
は
、
南
郷
の
洗
堰

が
な
く
琵
琶
湖
が
浅
か
っ
た
の
で
長

命
寺
ま
で
歩
い
た
が
、
後
に
水
位
が

高
く
な
り
船
で
行
く
よ
う
に
な
っ

た
。」（
近
江
八
幡
市
佐
渡
江
町
）
と

い
う
情
報
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
水

位
が
高
く
な
り
船
を
使
う
機
会
が
増

え
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。
デ
ー

タ
と
し
て
は
ま
だ
と
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
こ
の
時
期
、
和
船
の
数
が
増
え

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

一
方
、
20
世
紀
半
ば
に
琵
琶
湖
と

関
連
流
域
の
環
境
保
全
や
農
業
の
近

代
化
、
防
災
事
業
の
進
展
に
伴
っ
て

進
め
ら
れ
た
土
地
基
盤
整
備
計
画
は

船
の
減
少
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
昭

和
19
年
に
は
琵
琶
湖
周
辺
の
内
湖
を

干
拓
地
と
す
る
決
定
が
下
さ
れ
、
大

中
の
湖
、
津
田
内
湖
、
曽
根
沼
、
早

崎
、
岡
山
の
内
水
面
の
干
拓
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
琵
琶
湖
周
辺
の
内
水
面

の
ク
リ
ー
ク
地
帯
も
１
７
０
ha
に
わ

た
っ
て
埋
め
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
昭
和
37
年
度
よ
り
圃
場
整
備
が

実
施
さ
れ
、
小
さ
な
水
田
の
区
画
を

拡
大
、
整
形
し
た
り
、
用
排
水
路
や

道
路
に
合
わ
せ
、
大
型
の
ト
ラ
ク
タ
ー

な
ど
の
近
代
的
な
農
具
が
導
入
し
や

す
い
土
地
整
備
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

干
拓
や
圃
場
整
備
に
よ
る
湖
岸
線

お
よ
び
内
水
面
の
変
化
は
多
大
な
も

の
で
し
た
。
１
９
８
３
年
の
時
点
で
、

そ
れ
以
前
の
琵
琶
湖
の
南
湖
全
体
の

ほ
ぼ
半
分
に
相
当
す
る
面
積
が
干
拓

さ
れ
、
１
９
０
８
年
当
時
と
比
較
す

る
と
、
湖
面
積
は
13
・
５
　
、
湖
岸

線
は
52
・
８
㎞
、
そ
れ
ぞ
れ
縮
小
し

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
琵
琶
湖
の
東
西

の
最
小
幅
は
１
９
２
５
年
か
ら
１
９

９
７
年
で
約
３
０
０
ｍ
も
短
く
な
り

ま
し
た
。
こ
う
し
た
内
湖
の
現
象
と

湖
岸
線
の
縮
小
が
船
数
に
影
響
を
与

え
た
こ
と
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か

ら
読
み
取
れ
ま
す
。「
田
舟
で
は
米

を
運
ん
で
い
た
。
耕
地
整
理
の
頃
ま

で
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。」（
草

津
市
）、「
今
は
圃
場
整
備
も
さ
れ
車

で
農
作
物
の
運
搬
が
楽
に
出
来
る

が
、
昭
和
30
年
代
頃
は
道
路
も
な
く

田
舟
で
運
搬
を
し
て
い
た
。」（
能
登

川
町
福
堂
）、「
水す

い

茎け
い

町
は
昔
、
内
湖
だ

っ
た
。
干
拓
以
前
に
は
、
人
の
通
る

道
幅
し
か
な
か
っ
た
の
で
、
米
を
田

舟
で
運
搬
し
て
い
た
。」（
近
江
八
幡
）

こ
う
し
た
、
か
つ
て
の
田
舟
の
あ

る
暮
ら
し
の
風
景
を
模
型
で
再
現
し

よ
う
と
す
る
活
動
が
、
実
際
に
和
船

を
日
常
生
活
の
道
具
と
し
て
見
た
、

も
し
く
は
使
っ
た
経
験
を
持
つ
「
丸

子
船
探
検
隊
」（
は
し
か
け
）の
手
に

よ
っ
て
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

田
舟
の
利
用
と
衰
退

琵
琶
湖
博
物
館
　
主
任
学
芸
員
　
牧
野
久
実

琵
琶
湖
で
は
か
つ
て
丸
子
船
、
漁

船
、
田
舟
と
多
種
多
様
な
木
造
船
が

使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
形

は
地
域
に
よ
っ
て
１
０
０
種
類
以
上

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
近

代
に
入
る
と
木
造
船
は
使
わ
れ
な
く

な
り
ま
し
た
。
船
大
工
の
話
に
よ
る

と
、
１
９
３
０
年
代
か
ら
１
９
７
０

年
代
頃
に
か
け
て
、
丸
子
船
、
漁
船
、

田
舟
と
種
類
に
よ
っ
て
若
干
異
な
る

時
期
に
衰
退
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

丸
子
船
は
19
世
紀
末
の
鉄
道
の
登
場

や
１
９
３
０
年
代
前
後
に
お
け
る
造

船
に
関
わ
る
専
業
集
団
の
解
体
が
、

漁
船
は
１
９
４
０
年
代
に
お
け
る
エ

ン
ジ
ン
や
新
素
材
の
導
入
が
、
伝
統

長
く
使
わ
れ
続
け
た
田
舟

近
代
化
に
よ
る
変
容

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら

わ
か
っ
た
こ
と

明治22年の湖岸線（左）と現在の湖岸線（右）

はしかけさんが復元した伝統的
木造船の積荷
（船模型は松井三四郎氏作）
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