
琵
琶
湖
岸
の
変
遷
に
関
す
る
一
事
例

　
－
明
治
初
期
幸
津
川
村
地
籍
図
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
　
田
　
章
　
裕

　
ミ
は
じ
め
に

　
琵
琶
湖
の
湖
岸
の
汀
線
は
、
か
な
り
複
雑
な
動
き
を
し
て
い
る
。

あ
る
部
分
で
は
陸
地
が
拡
大
し
、
あ
る
部
分
で
は
沈
水
す
る
な
ど
、

歴
史
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
、
相
当
量
の
変
動
を
示
す
部
分
が
あ

る
。
か
つ
て
、
そ
の
様
々
な
様
相
に
つ
い
て
整
理
を
し
た
こ
と
が

あ
る
が
、
そ
の
際
の
事
例
戸
一
つ
に
、
野
洲
川
三
角
州
の
中
主
町

幸
津
川
付
近
の
例
を
あ
げ
聡
。
最
近
、
滋
賀
県
立
図
書
館
に
そ
の

場
所
の
明
治
六
年
の
地
籍
図
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た

が
、
同
館
の
御
好
意
に
よ
り
、
そ
の
撮
影
・
利
用
が
可
能
に
な
っ

た
の
で
、
改
め
て
若
干
の
検
討
を
加
え
た
い
。
な
お
、
こ
の
一
帯

は
野
洲
川
新
河
道
の
新
設
の
た
め
に
、
旧
態
を
現
地
で
確
認
す
る

こ
と
が
ほ
ぼ
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

二
、
一
一
世
紀
初
頭
の
湖
岸
の
様
相

　
永
源
１
　
領
中
津
神
崎
荘
は
、
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
の
近
江

国
符
案
に
よ
れ
ば
、
野
洲
郡
八
条
一
一
・
二
一
・
一
三
里
、
九
条

一
一
・
二
一
・
一
三
里
、
一
〇
条
一
〇
・
一
｝
・
ご
Ｉ
里
に
お
よ

ん
で
、
第
１
図
の
よ
う
な
範
囲
に
分
布
し
て
い
た
。
九
条
十
三
里

一
圭
二
坪
が
坪
付
に
見
当
ら
ず
、
そ
の
一
方
で
同
条
こ
一
里
に
珊

七
・
紺
八
坪
と
い
う
通
常
は
存
在
し
な
い
坪
が
記
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
寺
領
が
必
ず
し
も
各
坪
の
す
べ
て
に
及
ん
で
い
た
訳
で
は
な

い
。
し
か
し
、
同
図
の
よ
う
に
九
力
里
に
わ
た
り
、
二
五
一
力
坪

第１図　中津神崎荘の位置と当時の

　　　　湖岸(金田．注(1))

　　　　　　　　－31－



に
及
ぶ
範
囲
を
ほ
ぼ
一
円
的
に
荘
園
に
組
み
込
ん
で
い
た
。
八
条

一
四
里
に
は
「
巳
葦
原
河
」
、
九
条
一
三
里
の
西
半
部
お
よ
び
Ｉ

〇
条
一
三
里
に
は
「
葦
原
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
お
り
、
湖
岸
の
葦

が
生
い
茂
っ
て
い
る
部
分
ま
で
寺
領
が
達
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

　
こ
の
国
符
案
に
記
さ
れ
た
四
至
は
西
の
部
分
が
欠
損
し
て
い
て

不
明
で
あ
る
が
、
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
の
太
政
官
符
案
に
も

同
一
の
四
至
が
記
さ
れ
て
お
り
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
限
東
十
條
十
里
中
畔
　
限
南
十
條
南
畔

　
四
至
限
西
演
崎
　
　
　
　
　
限
北
八
條
北
畔

す
な
わ
ち
、
第
１
図
の
よ
う
な
北
・
南
・
東
の
三
方
を
条
里
プ
ラ

ン
で
明
示
し
、
西
側
が
湖
岸
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
大
政
官
符
案
で
は
さ
ら
に
、
中
津
神
崎
荘
の
本
免
田
が

一
一
八
町
で
あ
り
、
他
に
少
な
く
と
も
荒
田
三
四
町
が
存
在
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
本
免
田
は
、
第
１
図
に
示
し
た
四
至
内
の
約

四
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
右
の
荒
田
ほ
約
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
一
一
世
紀
段
階
の
耕
地
の
す
べ
て
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
地
籍
図
の
よ
う
に
一
面
の
耕
地
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
本
免
田

に
し
て
も
、
毎
年
耕
作
・
作
付
が
可
能
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
に
当
時
の
耕
地
は
か
な
り
不
安
定
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
用
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
。
こ
の
よ
う
に
、
今
日

の
水
田
景
観
と
は
若
干
異
っ
て
、
未
開
地
・
荒
田
あ
る
い
は
不
作

田
な
ど
を
か
な
り
介
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
一
応
湖
岸
付
近

ま
で
開
拓
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
湖
岸
線
は
第

１
図
の
よ
う
に
現
在
の
そ
れ
に
比
べ
る
と
か
な
り
内
陸
部
で
あ
っ

た
。

　
三
、
明
治
六
年
の
地
籍
図
の
検
討

　
前
述
の
地
籍
図
は
、
明
治
六
年
四
月
の
「
地
券
取
調
総
絵
図

近
江
国
野
洲
郡
第
八
区
幸
津
川
村
」
と
題
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

戸
長
・
副
戸
長
・
百
姓
総
代
な
ど
六
名
が
押
印
し
て
い
る
正
本
で

あ
る
。
縮
尺
は
一
間
一
分
す
な
わ
ち
六
〇
〇
分
の
一
で
あ
り
、
紙

に
手
書
き
で
描
か
れ
て
い
る
。
田
・
畑
・
水
・
道
・
屋
敷
・
林
・

肢
・
藪
を
色
別
し
た
、
大
変
美
し
い
地
図
で
あ
り
、
小
字
地
名
が

記
入
さ
れ
、
各
地
筆
に
は
地
番
と
面
積
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
旧
幸
津
川
村
の
範
囲
は
、
中
津
神
崎
荘
の
北
半
部
を
踏
襲
し
て

お
り
、
第
２
図
に
示
す
よ
う
に
北
側
が
八
条
の
北
の
里
界
線
、
東

側
が
八
・
九
条
一
一
里
の
中
央
を
走
る
坪
界
線
と
な
っ
て
い
る
。

南
側
は
九
条
の
中
央
を
走
る
坪
界
線
で
あ
り
、
が
っ
て
の
荘
園
の

南
北
幅
を
ち
ょ
う
ど
二
分
す
る
線
で
あ
る
。
一
一
世
紀
初
頭
の
段

階
か
ら
、
荘
園
の
四
至
の
う
ち
の
三
方
が
条
里
プ
ラ
ン
で
示
さ
れ
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第２図　旧幸津川村の条里地割と中津神崎荘

て
お
り
、
そ
の
境
界
線
が
大
き
な
意
味
を
有
し
つ
つ
、
村
境
へ
と

踏
襲
さ
れ
て
き
た
も
の
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
西
側
は
湖
岸

に
達
す
る
か
ら
、
こ
れ
ま
た
同
様
で
あ
る
。

　
さ
て
、
地
籍
図
東
半
部
に
は
、
第
３
図
の
よ
う
な
条
里
地
割
が

分
布
す
る
。
こ
の
よ
う
な
条
里
地
割
の
坪
界
線
を
抽
出
す
る
と
、

第
２
図
に
記
入
し
た
よ
う
に
、
八
条
相
当
部
分
で
は
幸
津
川
の
集

落
の
一
町
分
西
側
ま
で
、
九
条
相
当
部
分
で
は
約
三
町
分
程
西
側

第３図　明治６年幸津川村地籍図東側部分
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ま
で
が
そ
の
分
布
地
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
集
落
北

部
に
は
二
三
町
と
い
う
小
字
地
名
か
お
り
、
八
条
一
三
里
の
二
坪

と
三
坪
に
相
当
す
る
位
置
に
あ
た
る
。
西
部
に
は
ニ
ノ
坪
・
八
ノ

坪
・
九
ノ
坪
・
一
四
・
一
五
・
下
一
五
な
ど
の
小
字
地
名
が
あ
り
、

や
は
り
九
条
一
三
里
の
坪
並
と
矛
盾
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
八
条
｝

四
里
に
相
当
す
る
湖
岸
に
近
い
部
分
（
第
４
図
の
内
湖
周
辺
）
に

北
九
ノ
坪
・
下
九
ノ
坪
と
い
う
小
字
地
名
が
あ
る
が
、
そ
の
範
囲

は
変
則
的
で
あ
り
、
地
割
形
態
も
ま
た
次
に
述
べ
る
よ
う
に
条
里

的
な
も
の
で
は
な
い
。

　
条
里
地
割
部
分
の
湖
岸
よ
り
に
は
、
第
４
図
の
写
真
に
み
ら
れ

る
よ
う
な
一
町
方
格
を
成
さ
な
い
地
割
形
態
の
部
分
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
形
態
の
耕
地
は
条
里
プ
ラ
ン
に
規
制
さ
れ
た
も
の
よ
り

新
し
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
部
分
は
第
４
図
右
側
（
南
側
）
で
は

内
湖
に
接
し
、
左
側
（
北
側
）
で
は
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
湖
に
向
っ

て
の
び
て
い
る
。
内
湖
と
琵
琶
湖
の
間
に
は
、
多
数
の
水
路
で
細

分
さ
れ
て
笹
の
葉
の
よ
う
な
形
と
な
っ
た
陸
地
が
帯
状
に
連
っ
て

存
在
し
て
い
る
様
子
が
知
ら
れ
る
。
湖
岸
の
低
い
砂
堆
に
由
来
す

る
部
分
で
あ
り
、
写
真
で
黒
っ
ぽ
く
見
え
る
部
分
が
畑
あ
る
い
は

肢
、
白
っ
ぽ
く
見
え
る
部
分
が
田
で
あ
る
。
地
籍
図
に
蔑
と
さ
れ

て
い
る
も
の
の
実
体
は
、
先
の
中
津
神
崎
荘
の
坪
付
に
み
え
る

　
「
葦
」
と
同
一
で
あ
る
。

　
こ
の
明
治
六
年
の
段
階
の
湖
岸
の
位
置
は
、
第
１
図
の
よ
う
な

現
在
の
湖
岸
に
比
べ
る
と
随
分
内
側
で
あ
る
が
、
第
２
図
の
基
図

で
あ
る
明
治
中
期
の
二
万
分
の
一
地
形
図
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
地
籍
図
の
様
相
と
一
一
世
紀
の
坪
付
が
示
す

第４図　明治６年幸津川村地籍図西側部分

－34－



様
相
と
に
は
、
か
な
り
複
雑
な
対
応
関
係
が
あ
る
。
第
２
図
に
示

し
た
よ
う
に
、
一
一
世
紀
初
頭
の
坪
付
に
み
え
る
部
分
と
湖
岸
の

葦
原
と
の
境
界
線
が
、
前
述
の
よ
う
な
条
里
地
割
の
分
布
と
も
、

二
万
分
の
一
地
形
図
の
湖
岸
線
と
も
、
い
ず
れ
と
も
違
っ
た
傾
向

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
坪
付
の
境
界
線
は
同
図
に
示
し
た
よ

う
に
里
ご
と
に
直
線
状
を
呈
し
、
雁
行
状
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
線
は
耕
地
と
湖
岸
の
葦
原
と
の
境
界
と
し
て
は
い
か
に
も

不
自
然
で
あ
る
。
従
っ
て
、
恐
ら
く
は
か
な
り
機
械
的
に
記
さ
れ

た
坪
付
の
結
果
で
あ
り
、
実
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
里
の
中
間
点
を

結
ん
だ
ほ
ぼ
南
北
方
向
に
近
い
境
界
を
有
し
て
い
た
と
考
え
る
の

が
無
理
の
少
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
に
非

現
実
的
な
坪
付
と
な
っ
て
い
る
部
分
で
は
、
十
分
に
実
状
が
把
握

さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
現
実
の
耕
地
の
分
布
も
ま
た
断
片

的
で
あ
っ
た
り
、
多
く
が
荒
れ
て
い
た
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
。
こ
れ
に
対
し
て
条
里
地
割
の
分
布
は
南
側
の
方
が

湖
に
向
っ
て
張
り
出
し
て
い
る
し
、
内
湖
を
除
け
ば
湖
岸
の
砂
堆

も
ま
た
類
似
の
曲
線
を
描
い
て
い
る
。

　
条
里
地
割
の
分
布
と
坪
付
と
の
対
比
か
ら
す
れ
ば
、
九
条
一
三

里
の
部
分
で
は
両
者
が
ほ
ぼ
一
致
し
、
八
条
一
三
里
の
部
分
で
は
、

条
里
地
割
の
方
が
は
る
か
内
陸
で
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
、
八
条
一
三
里
に
相
当
す
る
部
分
で
は
、
①
か
つ
て
広
が

つ
て
い
た
湖
岸
の
耕
地
が
、
沈
水
し
て
荒
廃
し
、
後
世
に
改
め
て

耕
地
化
さ
れ
た
か
、
②
か
つ
て
こ
の
部
分
で
は
耕
地
化
し
得
な
い

部
分
を
広
く
坪
付
で
記
録
し
て
い
た
か
、
の
い
ず
れ
か
の
原
因
が

あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
①
の
場
合
に
は
、
荒
廃
に
ま
で
至

ら
な
い
と
し
て
も
、
地
割
形
態
の
全
面
的
改
変
を
必
要
と
し
た
場

合
な
ど
も
含
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
②
の
可
能
性
が
成
立
す
る
た

め
に
は
、
九
条
一
三
里
の
部
分
が
比
較
的
実
状
を
よ
く
反
映
し
て

い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、
八
条
一
三
里
の
部
分
だ
け
が
不
正
確
で

あ
っ
た
理
由
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ

ば
、
①
の
可
能
性
の
方
が
高
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状

況
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
地
形
的
に
は
そ
れ
程
困
難
で
は
な
い
。

第
１
図
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
津
神
崎
荘
の
北
西
側
を
野

洲
川
の
北
流
が
、
南
東
側
を
南
流
が
流
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

一
一
世
紀
以
降
、
北
流
に
比
べ
て
南
流
の
方
の
堆
積
力
が
大
き
か

っ
た
と
考
え
れ
ば
、
同
荘
の
北
側
の
方
す
な
わ
ち
八
条
一
三
里
付

近
の
沈
水
傾
向
が
著
し
か
っ
た
と
考
え
で
よ
い
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。

　
内
陸
側
の
条
里
地
割
の
分
布
地
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
湖

岸
部
分
に
比
べ
れ
ば
、
地
割
形
態
と
土
地
利
用
は
相
対
的
に
継
続

的
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
変
化
が
な

か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
平
安
期
頃
の
土
地
利
用
は
、
前
述
の
よ
う
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に
一
般
に
か
な
り
不
安
定
で
あ
り
、
ま
た
し
ば
し
ば
非
耕
地
を
介

在
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
地
籍
図
の
段
階
で
は
、
第
３
図
に
黒

っ
ぽ
く
見
え
る
畑
が
点
在
す
る
ほ
か
は
一
面
の
水
田
で
あ
り
、
極

め
て
集
約
的
な
農
業
が
展
開
し
て
い
た
と
み
な
し
て
よ
い
。
そ
の

上
う
な
変
化
の
一
つ
の
典
型
を
、
こ
こ
で
は
点
在
す
る
畑
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
第
３
図
の
畑
の
形
態
と
分
布
状
態
に
注
目
し
た
い
。
左
端
に
Ｉ

か
た
ま
り
と
な
っ
て
い
る
部
分
（
写
真
で
は
識
別
で
き
な
い
が
藪

が
含
ま
れ
て
い
る
）
を
除
け
ば
細
長
い
形
状
の
畑
が
水
田
一
筆
一

筆
に
対
応
し
て
分
布
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
前
述
の
Ｉ
か
た
ま
り

の
部
分
の
周
辺
と
、
図
の
右
側
の
分
布
地
と
の
二
群
に
な
っ
て
い

る
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
畑
は
一
般
に
高
畑
と
呼
ば
れ

て
い
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
湖
東
平
野
で
は
全

く
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
土
地
利
用
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
島
畑
は
、
中
田
に
以
後
の
土
地
利
用
集
約
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い

て
、
○
微
高
で
水
が
か
り
の
よ
く
な
い
水
田
の
地
ト
げ
を
し
て
一

方
に
畑
を
造
成
し
、
田
畑
の
両
方
を
有
効
に
利
用
し
た
、
⑥
水
田

を
被
覆
し
た
洪
水
堆
積
物
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
筆
の
中
で
Ｉ
カ
所
に

集
め
て
畑
を
造
成
し
た
、
④
自
然
堤
防
部
を
水
田
化
す
る
過
程
で
、

掘
り
下
げ
た
水
田
と
残
さ
れ
た
淵
化
二
分
さ
れ
た
、
と
い
っ
た
結

果
出
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
翫
。
第
３
図
の
場
合
に
は
、
④
も

し
く
は
⑥
の
い
ず
れ
か
、
な
い
し
両
方
の
プ
ロ
セ
ス
で
造
成
さ
れ

た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
左
半
の
一
群
は
野
洲
川
北
流
の
攻
撃
斜
面

側
に
あ
た
り
、
低
い
自
然
堤
防
部
に
相
当
す
る
。
右
半
の
一
群
も

ま
た
、
そ
の
南
側
が
幸
津
川
の
集
落
立
地
点
と
な
っ
て
い
る
一
連

の
低
い
自
然
堤
防
部
に
相
当
す
る
。
三
角
州
上
の
低
い
自
然
堤
防

部
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
で
も
水
田
化
は
可
能
な
部
分
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
わ
ず
か
な
が
ら
高
い
の
で
水
が
か
り
が

悪
く
、
不
安
定
な
上
地
利
用
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
こ

ろ
で
あ
る
。
自
然
堤
防
部
は
、
洪
水
の
際
に
堆
積
を
受
け
易
い
と

こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
部
分
の
土
地
利
用
を
安
定
化
し
、

集
約
化
す
る
過
程
、
も
し
く
は
洪
水
災
害
か
ら
復
旧
す
る
過
程
に

お
い
て
造
成
さ
れ
た
島
畑
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
四
、
お
わ
り
に
￤
￤
汀
線
と
土
地
利
用
の
変
遷
￤
￤

　
一
一
世
紀
の
史
料
と
明
治
初
期
の
地
籍
図
の
検
討
を
通
し
て
、

次
の
よ
う
な
汀
線
と
土
地
利
用
の
変
遷
プ
ロ
セ
ス
を
推
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
野
洲
川
の
北
流
と
南
流
の
中
間
に
位
置
す
る
中
主
町
幸
津
川
付

近
で
は
、
一
一
世
紀
に
は
む
し
ろ
北
側
の
陸
地
が
湖
側
に
張
り
出

し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
恐
ら
く
は
そ
の
後
、
南
流
の
堆
積
力
が

強
ま
っ
て
南
側
の
部
分
の
陸
化
か
進
み
、
逆
に
北
側
で
は
沈
水
傾
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向
か
進
ん
で
一
一
世
紀
の
耕
地
も
一
度
は
沈
水
し
た
可
能
性
が
高

い
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
、
旧
幸
津
川
村
域
の
南
側
の
湖
岸
で

は
条
里
地
割
の
分
布
と
一
一
世
紀
の
耕
地
分
布
が
ほ
ぼ
対
応
す
る

が
、
北
側
で
は
条
里
地
割
の
分
布
は
一
一
世
紀
の
耕
地
群
よ
り
内

陸
側
の
部
分
に
し
か
遺
存
し
て
い
な
い
。

　
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の
条
里
地
割
も
一
一
世
紀
の
状
況
そ
の
ま

ま
で
は
な
く
、
埋
積
・
復
旧
あ
る
い
は
埋
積
・
改
変
の
過
程
を
経

た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
一
一
世
紀
の
耕
地
群
に
は
荒
ｍ
が
多
く
含
ま
れ
、
ま
た
不
安
定

な
土
地
利
用
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
部
分
が
多
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
旧
幸
津
川
村
域
で
は
、
そ
の
原
因
は
湖
岸
付
近
の
水

損
と
、
内
陸
側
の
低
い
自
然
堤
防
部
に
お
け
る
千
損
と
て
あ
っ
た

と
推
定
さ
れ
る
。
前
者
の
改
良
の
為
に
は
、
第
４
図
の
よ
う
な
多

く
の
水
路
の
掘
削
が
有
効
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
後
者
の
場
合

に
は
島
畑
を
造
成
し
て
、
田
と
畑
の
双
方
の
集
約
的
利
用
を
行
っ

た
。

　
　
　
　
陶

剛
　
金
田
章
裕
「
湖
畔
の
荘
園
剛
　
湖
岸
の
変
遷
と
耕
地
」
、
藤

　
岡
謙
二
郎
編
『
び
わ
湖
周
遊
』
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
一
九
八

　
○
年
、
所
収

悶
　
『
平
安
遺
文
』
四
一
九
号
文
書

③
　
『
平
安
遺
文
』
　
一
三
一
九
号
文
書

㈲
　
金
田
章
裕
「
条
里
と
村
落
の
歴
史
地
理
学
研
究
」
、
大
明
堂
。

　
一
九
八
五
年
、
二
四
一
～
二
八
一
頁

囲
　
金
田
、
前
掲
㈲
　
三
〇
七
圭
二
三
八
頁

７り
○
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