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近
江
は
琵
琶
湖
の
呼
称
か
ら
生

れ
、そ
の
水
運
と
東
海
道・東
山（
中

山
）道・北
陸
道
の
陸
運
の
交
通
の

要
地
で
京
畿
の
経
済
を
支
え
た
。比

叡
山
延
暦
寺・三
井
園
城
寺・日
吉

神
社
な
ど
の
京
都
を
守
護
す
る
寺

社
が
配
置
さ
れ
た
。源
平
合
戦
の
先

駆
の
信
濃
か
ら
の
木
曽
義
仲
軍
が

北
陸
道
、鎌
倉
か
ら
源
義
経
軍
、承

久
の
変
の
時
の
鎌
倉
軍
が
東
海
道・

東
山
道
か
ら
西
上
し
て
の
上
洛
に

近
江
が
要
地
と
な
っ
た
。近
江
源
氏

の
佐
々
木（
六
角
氏
）氏
が
江
南
、京

極
氏
が
江
北
に
守
護
と
し
て
位
置

　

し
た
。今
川
義
元
の
上
洛
を
桶
狭
間

で
阻
止
し
た
織
田
信
長
が
尾
張
か

ら
美
濃
に
進
出
し
、中
国
の
周
の
文

王
の
故
事
を
澤
彦
宗
恩・策
彦
周
良

に
教
示
さ
れ
て
井
口
を
岐
阜
と
改

称
し
て「
天
下
布
武
」の
旗
幟・印
章

を
掲
げ
た
。戦
国
天
下
人
の
三
好
長

慶
を
中
心
と
し
た
三
好
氏
の
天
下

支
配
を
武
力
に
よ
っ
て
駆
逐
す
る

「
天
下
布
武
」を
近
江
を
支
配
す
る

こ
と
で
実
現
し
た
。そ
の
拠
点
を
三

好
長
慶
の
芥
川
山
城（
高
槻
市
）に

京
都
を
中
心
に
対
称
点
の
安
土
城

（
近
江
八
幡
市
安
土
町
）と
し
た
。

そ
の
安
土
城
は
四
〇
〇
年
来
に

佐
々
木
氏
が
拠
点
と
し
た
観
音
寺

城
を
築
城
し
た
繖
山（
四
三
三
米
）

　

　
か
ら
峰
続
き
で
琵
琶
湖
に
臨
む
安

土
山（
一
九
二
米
）に
築
城
さ
れ
た
。

信
長
の
安
土
城
が
本
能
寺
の
変
で

焼
滅
し
た
。信
長
の
後
継
者
と
な
っ

た
羽
柴
秀
吉
が
大
坂
城
を
築
城
す

る
。秀
吉
が
対
抗
者
の
柴
田
勝
家
を

賎
ヶ
岳
合
戦
で
破
り
、信
長
が
実
行

途
中
で
あ
っ
た
根
来・雑
賀
の
紀
州

攻
め
、四
国
平
定
戦
を
天
正
十
三（
一

五
八
五
）年
に
完
了
さ
せ
、五
月
八

日
に
中
村
一氏
を
水
口
六
万
石
に
封

じ
、閏
八
月
二
三
日
に
三
好
康
長
の

養
子
と
し
て
三
好
孫
七
郎
信
吉
と

な
っ
て
い
た
の
を
羽
柴
孫
七
郎
秀
次

と
名
乗
り
を
変
え
て
近
江
八
幡（
二

〇
万
石
）に
封
じ
た
。秀
次
が
八
幡

（
鶴
翼
）山（
一六
三
米
）に
天
正
十
三

　
　
　

年
秋
か
ら一年
余
で
八
幡
山
域
が
築

城
さ
れ
、そ
の
城
下
町
が
形
成
さ
れ

た
。そ
の
八
幡
山
城
趾
の
ロ
ー
プ
ウ
ェ

イ
展
望
台
か
ら
観
音
寺
城
、安
土

城
趾
が
眺
望
さ
れ
る
。安
土
町
が
近

江
八
幡
市
に
併
合
さ
れ
て
い
る
。そ

の
地
に
佐
々
木
氏
を
祭
祠
す
る
沙
々

貴
神
社
が
崇
拝
さ
れ
て
い
る
。秀
次

が
中
村
一氏・堀
尾
吉
晴・山
内
一豊・一

柳
直
末・田
中
吉
政
の
五
人
の
宿
老

領
二
三
万
石
と
合
わ
せ
て
四
三
万

石
の
近
江
国
主
と
な
っ
た
。秀
次
が

田
中
吉
政
を
中
心
と
す
る
宿
老
の

合
力
で
八
幡
山
城
を一年
ほ
ど
で
築

城
し
た
。そ
の
時
が
四
国
平
定・国

分
け
で
阿
波
国
主
と
な
っ
た
蜂
須

賀
家
政
が
近
江
穴
太
衆
の
石
工
の

技
術
で
阿
波
の
青
石
を
石
垣
と
し

て
築
城
し
た
徳
島
城
と
全
く
同
時

期
で
あ
っ
た
。徳
島
城
は
細
川
頼
之・

絶
海
中
津
が
中
国
の
渭
水
の
風
景

に
類
似
す
る
と
名
付
け
た
渭
津
の

渭
山
に
平
山
城
と
し
て
築
城
さ
れ

た
。「
天
下
」を
支
配
し
た
細
川・三

好
氏
の
守
護
所・三
好
館
が
置
か
れ

た
勝
瑞
か
ら
政
治・経
済
の
中
心
が

徳
島
城
下
に
移
る
。

　

秀
次
の
築
城
し
た
八
幡
山
城・城

下
町
に
象
徴
的
な
の
は
現
在
に
残

さ
れ
る
八
幡
堀
の
掘
削
で
あ
る
。城

下
町
は
葦
原
の
低
湿
地
に
内
堀
と

し
て
掘
ら
れ
た
八
幡
堀
の
土
砂
で
埋

立
て
ら
れ
、延
70
万
人
の
人
海
戦
術

で
形
成
さ
れ
た
。宿
老
の
中
村
一
氏

も
領
地
の
水
口
の
領
民
を
動
員
し

て
工
事
に
参
加
し
た
と
さ
れ
、秀
次

の
娘
の
玉
姫
を
供
養
す
る
洞
覚
院

を
起
点
と
す
る
孫
平
次
町
が
そ
の

名
残
と
し
て
存
在
す
る
。秀
次
が
十

八
歳
に
し
て
八
幡
山
城
主
と
な
っ
た

天
正
十
三
年
か
ら
十
八
年
の
五
年

間
は
九
州
平
定
、聚
楽
第
の
造
営・

後
陽
成
天
皇
行
幸
を
秀
吉
が
実
現

さ
せ
て「
天
下
様
」と
自
任
す
る
得

意
の
時
代
で
あ
っ
た
。秀
吉
が
関
白

か
ら
太
政
大
臣
と
な
り
、秀
次
が
右

近
衛
少
将
か
ら
中
将
、従
三
位
権

中
納
言
に
昇
叙
し
、従
二
位
と
し
て

清
華
家
の
家
格
に
列
す
る
破
格
を

秀
吉
が
実
現
し
た
。京
畿
を「
天

下
」と
し
た
の
が
日
本
全
国
を
天
下

と
拡
大
さ
れ
て
天
正
十
八（
一五
九

〇
）年
の
北
條
攻
め
で
天
下（
全
国
）

統
一と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。そ
の
三

月
に
秀
次
が
大
将
と
し
て
出
陣

し
て
秀
次
の
宿
老
勢
も
参
加
し

て
緒
戦
の
山
中
城
攻
め
を
敢
行

し
て
落
城
さ
せ
た
。そ
の
時
の
中

村
一氏
の
奮
戦
ぶ
り
が
記
録
さ
れ
、

一
柳
直
末
が
先
鋒
で
突
撃
し
て

流
れ
弾
で
三
十
八
才
で
戦
死
し
、

秀
吉
に「
関
八
洲
に
も
代
え
が
た
い

男
を
失
っ
た
」と
涙
を
流
さ
せ
た
と

医
療
法
人
の
承
継
対
策　

労
働
契
約
法
と
の
関
係

社
会
保

険
と
の
関
係

←

相
続
税
の
問
題
は
増
税
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、家
族
が
向
き
合
わ
な
い
と
い
け
な
い
未
来
に

直
面
し
て
い
ま

す
。

世
界
観
を
伝
え
る
た
め
に

近
江
水
口
へ
の
中
村
一氏

売
上
を
伸
ば
す
方
法

輸

出

を

考

え

た

場

合

の

メ

リ

ッ

ト

※
カ
ン
ク
ン
…
メ
キ
シ
コ
の
都
市

目
標
管
理
制
度
の
目
的

定　

 

量　

 

目　

 

標

国

内

法

の

成

立

大阪市福島区の玉川四丁目交差点の野田城跡碑

広島県立文書館の三好家文書展資料

久米田寺案内板

揺
れ
る｢

天
下｣

の
動
向

ひ
い
き　

め

じ
ゃ 

ま 

な
か

う
る 
さ
ん

（
打
か
）

（
打
か
）

ま
る
ほ
っ
け

區鳥

戦
国
お
も
し
ろ
百
話

〜
大
河
ド
ラ
マ『
南
海
道
の
晴
嵐
』を
期
し
て（
一八
五
）

文・出 

水　

康 

生

三
好・織
田・豊
臣・徳
川
時
代
に
生
き
る
横
田
内
膳
正
村
詮

阿
波
岩
倉・和
泉
岸
和
田・近
江
水
口・駿
河
駿
府・伯
耆
米
子
へ
の
変
転（
十
三
）

Monthly Topics

安土城の大手の石段

上桜城の上から岩倉城方面を眺む

〝

〞

謹
賀
新
年

　　　 横田内膳正村詮の

｢了性院殿法顔宗栖大居士｣の位牌

極楽寺の門前の野田城趾碑

石山本願寺に対応した極楽寺門前の證如上人の石碑

野田･福島合戦当時の湿地デルタ地帯の状況

康長の大坂の陣の頃の野田･福島の地形図

近
江
を
制
す
る
も
の
は

天
下
を
制
す

〝
あ
ん
た
が
大
将
〞し
っ
か
り

天草の五輪町御領の芳證寺の中天錫の墓碑

｢勝瑞城館まつり｣で風流傘

街角おどりの風流

｢勝瑞城館まつり｣で風流傘

き
ぬ
が
さ

紀伊の有田川から眺望する紀伊和泉の山脈

『
石
谷
家
文
書
』の

 　
　
　

 

三
好
長
慶
書
状

広
島
藩
士
三
好
氏
の
系
譜

せ
い 

し
ょ    

こ

き
よ 

ま
さ 

こ
う

本妙寺本堂前一対の阿波藍師寄進の高灯籠

加藤清正の銅像

・・・

｢理世安民｣｢南海道の晴嵐｣の旗幟高らかに

(写真は福永高治さん撮影)

勝瑞三好城館の最後の城主十河(三好)
民部大輔存保の旗幟高らかに、前進！

　　100余人の勝瑞武者行列参加者、
依代の赤大傘に思いを寄せる同志たち！

次代の若武者と両親、十河・新開隊と共に

安土城の五層七階の大天守礎石

佐々木氏を発祠する四つ目紋の沙々貴神社

八幡山城から安土城、観音寺城を眺む

八幡山城下の洞覚院を基点とする
    中村一氏由縁の孫平次町

近江商人の故郷の近江八幡の案内板

織田信長・豊臣秀次・京極髙次に
　　 継承された楽市楽座令

八幡堀の本町橋跡碑

琵琶湖の水運に連結する八幡堀の船着場
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←

成

功

す

る

起

業

家

※

最　
　

後　
　

に

幸

せ

の

タ

イ

プ

世
界
観
を
伝
え
る
た
め
に

変
動
費
化
実
現
へ
の

３
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

： ：

わ
が
国
の
温
暖
化
対
策

に
関
す
る
方
針

※
カ
ン
ク
ン
…
メ
キ
シ
コ
の
都
市

※

目
標
管
理
を
成
功
さ
せ

る
た
め
の
鍵

自
社
コ
ア
コ
ン
ピ
タ
ン

ス
形
成

㌧

虫
明
迫
門
の
曙

近
江
商
人・三
方
良
し

言
う
。中
村
一
氏
の
軍
勢
に
横
田
村

詮
が
加
わ
っ
た
か
否
か
は
不
詳
で
あ

る
が
、水
口
域
の
留
守
居
と
し
て
治

政
に
努
め
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ

る
。北
條
攻
め
が
北
條
氏
政・氏
直

の
自
刃・降
伏
で
決
着
し
、徳
川
家

康
が
天
正
十
八
年
八
月
一日
に
北
條

氏
の
支
配
し
た
関
八
州
に
転
封
、江

戸
城
に
入
城
す
る
。家
康
の
領
地
の

三
河・駿
江・遠
江
が
没
収
さ
れ
、秀

次
の
宿
老
で
あ
っ
た
中
村
一
氏
が
家

康
の
本
拠
で
あ
っ
た
駿
河
駿
府
城
、

山
内
一
豊
が
掛
川
城
、堀
尾
吉
晴
が

浜
松
城
、吉
田
吉
政
が
三
河
岡
崎

城
に
入
って
独
立
し
た
大
名
と
な
り
、

家
康
の
西
上
を
抑
え
る
こ
と
に
な
っ

た
。中
村
一
氏
は
駿
府
城
の
十
七
万

五
千
石
を
領
有
し
て
、近
江
か
ら
遠

江
に
移
封
さ
れ
る
。中
村
一
氏
の
駿

河
駿
府
城
で
の
独
立
重
用
は
筆
頭

家
老
の
横
田
村
詮
の
才
能
を
必
要

と
し
て
駿
河
で
の
治
政
に
大
活
躍

し
た
。

　

豊
臣
秀
次
が
北
条
攻
め
決
着
の

後
に
尾
張
清
須
一〇
〇
万
石
に
移
封

　

さ
れ
、八
幡
山
城
に
京
極
高
次
が
封

ぜ
ら
れ
た
。秀
次
の
八
幡
山
城
城
下

町
の
形
成
に
は
焼
滅
し
た
信
長
の

安
土
城
下
の
町
衆
を
移
住
さ
せ
て

町
名
に
名
残
を
残
し
て
い
る
。秀
次

が
内
堀
と
し
て
の
八
幡
堀
を
掘
削

し
て
琵
琶
湖
と
結
び
、そ
の
水
運
を

城
下
に
導
入
し
た
。八
幡
堀
の
総
延

長
は
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
び
、八
幡

城
下
に
楽
市
楽
座
令
が
施
行
さ
れ

た
。楽
市
楽
座
の
慣
行
は
佐
々
木
氏

(

六
角)

氏
の
観
音
寺
城
城
下
の
石
寺

で
行
わ
れ
て
お
り
、そ
れ
を
信
長
が

安
土
城
下
町
に
施
行
し
、さ
ら
に
八

幡
山
城
下
に
秀
次
が
十
三
条
の
掟

と
し
て
布
令
し
、秀
次
が
清
須
に
移

転
さ
れ
た
後
に
京
極
高
次
に
よ
って

同
様
の
楽
市
楽
座
令
が
施
行
さ
れ
、

高
次
が
大
津
城
に
移
封
さ
れ
て
八

幡
山
城
が
廃
城
と
さ
れ
た
後
も
八

幡
山
城
下
町
が
近
江
商
人
の
根
拠

の一
と
な
っ
て
多
く
の
有
名
な
商
人

を
輩
出
し
て
、重
要
伝
統
建
築
群
の

街
並
と
し
て
現
存
し
て
特
異
な
観

光
地
と
な
って
い
る
。

　

秀
次
は
殺
生
関
白
の
悪
名
を
残

し
て
い
る
が
近
江
八
幡
山
城
下
に
銅

　
　
　
　
　

像
が
建
立
さ
れ
、天
井

　
　
　
　
　

川
の
日
野
川
の
河
畔

　
　
　
　
　

に
、天
正
十
四
年
の
渇

　
　
　
　
　

水
で
邇
保
郷
と
桐
原

　
　
　
　
　

郷
の
間
で
流
血
の
騒

　
　
　
　
　

動
と
な
っ
た
が
、秀
次

　
　
　
　
　

は
田
中
吉
政
と
共
に

　
　
　
　
　

直
接
に
言
い
分
を
聞

　
　
　
　
　

い
て
の
調
停
を
実
行

し
た
。そ
の
報
恩
と
し
て
秀
次
像
と

三
人
の
庄
屋
の
水
争
い
裁
き
の
像
が

建
立
さ
れ
て
い
る
。近
江
八
幡
市
で

は
現
在
も
秀
次
への
城
下
町
形
成
へ

の
感
謝
が
さ
れ
て
い
る
。

　

琵
琶
湖
の
水
運
と
結
接
し
て
の

近
江
商
人
と
吉
野
川
の
水
運・阿
紀

の
海
運
と
結
接
し
て
の
阿
波
藍
商

人
が
近
世・近
代
に
独
自
の
活
動
を

し
て
相
互
に
互
恵
の
関
係
を
樹
立

し
て
い
た
。近
江
商
人
に
佐
々
木・浅

井・織
田
氏
ら
の
遺
臣
が
な
っ
て
慶

長
期
か
ら
松
前
に
進
出
し
、東
国
に

｢

天
秤
商
い｣

で
商
売
す
る
。近
江
の

蚊
帳
を
天
秤
で
担
い
で
出
て
行
き
、

そ
の
先
々
の
物
産
と
交
易
し
て
活
動

す
る｢

の
こ
ぎ
り
商
い｣

で
繁
盛
し
た
。

松
前
で
の
鯟
漁
の
干
鯟
が
西
廻
り

航
路
で
大
坂
・
撫
養
に
運
送
さ
れ
、

そ
れ
が
吉
野
川
平
野
の
阿
波
藍
作

に
大
量
に
金
肥
と
し
て
利
用
さ
れ

た
。近
江
商
人
藤
野
氏
の
寄
進
し
た

鳴
門
の
岡
崎
妙
見
宮
の
大
鳥
居
と

し
て
厳
然
と
立
っ
て
い
る
。近
江
商

人
が
近
江
八
幡・日
野・五
筒
荘
に
本

店
を
置
い
て
各
地
の
支
店
を
統
轄

し
た
と
同
様
に
阿
波
藍
商
人
も
阿

波
に
本
店
を
置
い
て
各
地
に
売
場

株
を
設
定
し
て
の
株
仲
間
で
共
調

し
て
共
存・共
栄
を
図
っ
た
。藩
権
力

と
も
共
生
関
係
を
形
成
し
て
の｢
阿

波
の
藍
か
、藍
の
阿
波
か｣

の
全
国

展
開
を
し
た
。(

さ
て
、熊
本
大
地
震

の
直
前
の
三
月
下
旬
に
熊
本・鹿
児

島
に
こ
の
稿
の
依
頼
の
中
村
郁
夫
、

勝
さ
ん
の
招
待
で
旅
し
て
、新
知
見

を
与
え
ら
れ
た
と
同
時
に
、本
来
に

は
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
誓
って
い
た
阿
波

藍
流
史
研
究
の
こ
と
を
思
い
出
し
、

吉
野
川
口
の
宮
島・鴨
島
の
鈴
屋
小

左
エ
門(

坂
東
家)

を
中
心
と
し
た
薩

摩・大
隅・日
向・肥
後・天
草
売
の
跡

を
熊
本
城
下
の
本
妙
寺
の
本
堂
前

の
高
灯
籠
に
偲
ん
だ
。こ
の
高
灯
籠

が
、前
震
で
は
無
事
で
あ
っ
た
が
二
日

後
の
本
震
で
倒
壊
し
た
こ
と
を
、前

震
の
直
後
に
よ
う
や
く
連
絡
が
と

れ
て
、ま
あ
ま
あ
無
事
と
の
こ
と
で

安
心
し
て
そ
の
後
に
は
無
音
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
、勝
さ
ん
か
ら
の
久
し
ぶ

り
の
電
話
で
本
震
で
大
変
と
な
っ
た
、

と
の
こ
と
で
び
っ
く
り
ぎ
ょ
う
て
ん)

　

そ
し
て
近
江
蚊
帳
を
染
め
た
阿

波
藍
の
流
通
が
近
江
八
幡
城
下
町

の
紺
屋
町
の
名
で
名
残
を
残
し
て
い

る
。大
文
字
屋
西
川
利
右
衛
門・扇

屋
伴
庄
右
衛
門
住
宅
な
ど
が
近
江

商
人
の
豪
勢
な
過
去
を
象
徴
し
て

公
開
さ
れ
て
い
る
。

　

近
江
商
人
は
各
地
へ
の
展
開
を

統
括
す
る
た
め
に｢

家
訓｣

を
制
定

し
て
徹
底
さ
せ
た
。阿
波
藍
商
人
も

同
様
に
藍
屋
与
吉
郎(

三
本
家)

の

｢

天
半
藍
色｣

に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
家
訓
を
定
め
た
。

　

近
江
商
人
が
称
賛
さ
れ
た
の
は

｢

三
方
良
し｣

の
理
念
で
商
売
し
た

こ
と
と
さ
れ
る
。｢

売
手
良
し・買
手

良
し・世
間
良
し｣

の
三
方
互
恵・共

生・共
栄・共
存
の
商
売
を
実
行
し

た
か
ら
と
さ
れ
る
。｢

近
江
泥
棒・伊

勢
乞
食｣
と
妬
ま
れ
て
の
呼
称
が
あ

る
よ
う
に
近
江
屋
・
伊
勢
屋
が
江

戸
に｢

犬
の
糞｣

と
同
様
に
多
か
っ
た

と
さ
れ
る
が
、近
江
商
人
全
体
の

｢

三
方
良
し｣

の
商
売
理
念
と
そ
れ

ぞ
れ
の
家
訓
に
は
現
在
も
学
ぶ
べ
き

も
の
が
多
々
で
あ
る
。近
江
八
幡
山

城
と
徳
島
城
が
同
時
期
に
異
質
の

城
と
し
て
築
城
さ
れ
た
が
、四
〇
〇

余
年
後
の
今
に
、近
江
商
人
と
阿
波

藍
商
人
の
存
在
を
偲
ば
せ
る
。生
々

流
転
の
時
の
流
れ
を
実
感
す
る
。

な
り
か
つ

岡
山
城
築
城
の
こ
と

今
に
し
て
ハン
セ
ン
病
を
認
識

・
・

・

い
く
さ

く
み

か
り

む
し
あ
け 

せ  

と

勝
瑞
か
ら
徳
島
へ

有田川町の山上から河内・和泉の間の山脈を眺む

近
江
水
口
で
の
中
村
一氏

し

竹
久
夢
二
の
生
家

中
村
一氏
、近
江
水
口
へ

岸和田合戦を見た久米田寺多宝塔

岸和田合戦の由縁からの南海電鉄の蛸地蔵駅

『武家手鑑』『戦国遺文』に

収録された三好長慶書状

岡山城頂上の城跡

周山城と阿迦之宮の説明板

古い由緒のある水口神社

せ
い 

し
ょ    

こ

織田信長・豊臣秀次・京極髙次に
　　 継承された楽市楽座令

八幡堀の本町橋跡碑

琵琶湖の水運に連結する八幡堀の船着場


