
り
っ
と
う
再
発
見

現
代
の
栗
東
市
は
「
馬
の
ま
ち
栗
東
」

と
し
て
他
市
よ
り
も
ウ
マ
と
の
関
わ
り

が
強
い
ま
ち
で
有
名
で
す
。
で
は
、
古

代
の
栗
東
と
ウ
マ
は
関
わ
り
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

ウ
マ
は
、
古
来
よ
り
人
間
の
乗
り
物
、

ま
た
は
動
力
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
活
躍

が
見
ら
れ
ま
す
。
日
本
で
ウ
マ
が
飼

育
さ
れ
始
め
た
の
は
古
墳
時
代
中
期
頃

（
５
世
紀
頃
）
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ウ
マ
の
伝
来
に
前
後
し
て
、
ウ
マ
に
着

け
る
装
身
具
が
古
墳
に
副
葬
品
と
し
て

納
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

本
市
で
も
、
現
在
の
安
養
寺
に
あ
る

新
開
１
号
墳
か
ら
馬
具
と
甲
冑
が
一
揃

え
、
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
出
土
し
て

い
ま
す
。【
写
真
１
】

出
土
品
か
ら
古
墳
時
代
中
期
頃
の
築

造
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
ら
、
日
本
に

ウ
マ
が
入
っ
て
き
た
の
と
同
時
期
に

本
市
に
も
ウ
マ
の
文
化
が
入
っ
て
き
て

い
ま
す
。

栗
東
と
ウ
マ

さ
ら
に
時
代
が
進
ん
で
奈
良
時
代

（
８
世
紀
頃
）
に
は
、ウ
マ
は
祭
祀
の
「
い

け
に
え
」
と
し
て
捧
げ
ら
れ
る
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
ウ
マ
は
田
や
畑
の
開
墾

や
移
動
に
使
う
貴
重
な
家
畜
で
し
た
か

ら
、
ウ
マ
の
代
わ
り
と
し
て
別
の
も
の

が
祭
祀
で
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が

土
で
出
来
た
ウ
マ
、「
土
馬
」
で
す
。
市

内
で
も
土
馬
が
出
土
し
、
特
に
珍
し
い

も
の
と
し
て
草
津
線
手
原
駅
か
ら
程
近

い
下
鈎
・
蜂
屋
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
も

の
が
あ
り
ま
す
。【
写
真
２
】

土
馬
は
祭
祀
の
際
に
壊
し
て
使
う
道

具
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
素
焼

き
で
、
や
や
粗
雑
な
つ
く
り
の
も
の
が

多
い
で
す
が
、
写
真
の
土
馬
は
、
手
綱

や
た
て
が
み
、
人
が
乗
る
馬
具
ま
で
細

か
く
表
現
さ
れ
、
陶
器
用
の
窯
で
し
っ

か
り
と
焼
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
壊

れ
る
も
の
に
、
な
ぜ
こ
こ
ま
で
の
造
形

を
施
し
た
の
か
は
不
明
で
す
が
、
も
し

か
す
る
と
ウ
マ
を
愛
す
る
土
器
製
作
者

が
、
思
い
を
込
め
た
土
馬
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

問
出
土
文
化
財
セ
ン
タ
ー

☎
５
５
３・３
３
５
９ 

ＦＡＸ
５
５
３・３
５
１
４

169

【
写
真
１
】
新
開
１
号
墳
出
土
の
馬
具
（
く
つ
わ
）

　
　
　
　
（
滋
賀
県
立
安
土
城
考
古
博
物
館
所
蔵
）

【
写
真
２
】
栗
東
市
内
で
見
つ
か
っ
た
土
馬

栗
東
と
そ
の
周
辺
は
、
古
く
か
ら

東
海
道
、
東
山
道
な
ど
の
主
要
街
道
が

通
る
交
通
の
要
衝
で
し
た
。
そ
こ
で
多

く
の
ウ
マ
や
人
が
行
き
交
い
、
文
化
が

交
流
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
地
中
か

ら
ウ
マ
を
表
現
し
た
も
の
が
表
れ
る
た

び
、
昔
の
栗
東
の
人
々
の
ウ
マ
に
対
す

る
思
い
や
、「
馬
の
ま
ち
」
を
強
く
感

じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

【写真 2】

【写真 1】
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