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東
京
滋
賀
県
人
会
の
皆
さ
ま
に
は
、
ご

家
族
共
々
お
変
わ
り
な
き
こ
と
と
拝
察

し
、
心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
世
界
中
に
蔓

延
し
て
か
ら
既
に
一
年
半
以
上
に
な
り
、

漸
く
日
本
ほ
か
多
く
の
国
々
で
は
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
が
進
ん
で
い
る

も
の
の
、
更
に
色
々
な
種
類
の
変
異
株
が
出
現
す
る
な
ど
感
染
者
数

も
中
々
減
少
せ
ず
、
引
き
続
き
深
刻
な
状
況
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

　

出
来
る
だ
け
多
く
の
国
民
が
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
済
ま
せ
る
と
と
も

に
、
一
方
で
一
日
も
早
く
適
切
な
治
療
薬
の
開
発
に
よ
り
コ
ロ
ナ
禍

が
鎮
静
化
さ
れ
て
、
新
た
に
経
済
活
動
が
力
強
く
再
開
し
、
普
通
の

生
活
に
戻
れ
る
時
が
早
く
来
る
こ
と
を
祈
念
す
る
ば
か
り
で
す
。

　

去
る
四
月
に
東
京
滋
賀
県
人
会
特
別
顧
問
の
中
西
正
一
さ
ま
が
逝

去
さ
れ
ま
し
た
。
ご
承
知
の
通
り
県
人
会
等
に
対
し
て
長
年
に
亘
り

多
大
な
貢
献
を
し
て
頂
き
、
多
く
の
県
人
会
関
係
者
の
方
々
が
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。
改
め
て
こ
こ
に
慎
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し

上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
日
本
に
と
っ
て
今
年
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
東
京
で
の
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
で
し
た
が
、
何
と
言
っ
て
も
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
世
界
的
な
大
流
行（
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
）に
よ
り
、

開
催
時
期
が
一
年
延
期
さ
れ
、
そ
し
て
無
観
客
試
合
を
含
む
徹
底
し

た
感
染
症
対
策
の
下
で
の
開
催
と
い
う
未
曽
有
の
対
応
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
大
会
で
し
た
。

　

開
催
の
是
非
に
つ
い
て
の
議
論
も
あ
り
ま
し
た
が
、
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
で
は
参
加
選
手
全
て
が
、
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
力
を
最
大
限
に

発
揮
し
、
若
い
彼
ら
の
顔
は
勝
敗
に
関
わ
ら
ず
達
成
感
に
あ
ふ
れ
、

共
に
闘
っ
た
人
達
と
の
連
帯
の
素
晴
ら
し
さ
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
ス
ポ
ー
ツ
が
世
界
中
の
人
々
を
繋
ぎ
、
多
く
の
感
動
・
喜
び

と
未
来
へ
の
希
望
を
与
え
て
く
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
引
き
続
き
開
催
さ
れ
た
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
、

身
体
上
の
ハ
ン
デ
ィ
を
背
負
い
な
が
ら
も
世
界
中
の
ア
ス
リ
ー
ト
の

皆
さ
ん
が
見
せ
て
く
れ
た
目
の
輝
き
と
力
強
さ
に
圧
倒
さ
れ
、
生
き

る
力
と
や
り
ぬ
い
た
喜
び
に
あ
ふ
れ
る
姿
に
ど
れ
ほ
ど
感
動
を
頂
い

た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
中
で
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
泳
の
大
橋
悠

依
選
手
を
初
め
、
ふ
る
里
滋
賀
県
出
身
の
多
く
の
選
手
の
皆
さ
ん
が

頑
張
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
改
め
て
お
祝
い
と
感
謝
の
言
葉

を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

本
年
度
の
県
人
会
の
活
動
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
引
き
続
き
あ
る

程
度
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
を
活
用
し
て

従
来
通
り
「
こ
こ
滋
賀
」
等
で
の
イ
ベ
ン
ト
や
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｏ
塾
の

開
催
な
ど
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
。
昨
年
度
よ
り
甲
賀
市
や
守
山
市

の
色
々
な
企
画
が
、「
歌
舞
伎
座
」
さ
ん
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で

実
現
し
、
歌
舞
伎
を
楽
し
ま
れ
る
大
勢
の
お
客
様
に
も
ご
満
足
を
頂

い
て
い
ま
す
が
、
本
年
度
も
更
に
充
実
し
た
企
画
や
イ
ベ
ン
ト
が
出

来
る
よ
う
歌
舞
伎
座
さ
ん
と
の
話
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

ま
た
、
本
年
度
は
新
た
に
長
浜
市
か
ら
、
東
京
観
音
堂
の
設
置
や

講
演
、
そ
し
て
秋
に
は
石
田
三
成
展
な
ど
の
企
画
等
が
寄
せ
ら
れ
て

お
り
、
県
人
会
を
挙
げ
て
協
力
し
て
い
く
予
定
で
す
の
で
、
皆
さ
ま

方
も
楽
し
み
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

広
報
関
係
に
関
す
る
会
報
や
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、

滋
賀
県
に
ゆ
か
り
の
あ
る
多
く
の
方
々
か
ら
の
投
稿
記
事
の
掲
載
な

ど
、
皆
さ
ま
方
か
ら
の
ご
意
見
や
ア
イ
デ
ア
も
参
考
に
し
な
が
ら
更

に
充
実
さ
せ
て
い
く
予
定
で
す
。
本
年
度
も
関
係
各
位
の
ご
協
力
を

頂
き
な
が
ら
、
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
と
会
員
の
皆
さ
ま
と
の
交

流
に
努
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
、
ま
だ
ま
だ
コ
ロ
ナ
禍
の
猛
威
が
続
き
ま
す
が
、
ふ
る
里

滋
賀
と
東
京
滋
賀
県
人
会
の
益
々
の
発
展
、
そ
し
て
会
員
の
皆
さ
ま

の
ご
壮
健
を
心
か
ら
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

ご
挨
拶

一
般
社
団
法
人　

東
京
滋
賀
県
人
会　

会
長　

小
林　

洋
一

「
近
江
ゆ
か
り
の
会
」

　
開
催
延
期
の
お
知
ら
せ

近
江
ゆ
か
り
の
会
は
、
首
都
圏
に
お
け
る
滋
賀
魅
力
体
験

創
造
に
向
け
、
滋
賀
県
ゆ
か
り
の
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

を
図
り
、
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
の
創
出
、「
滋
賀
・

び
わ
湖
ブ
ラ
ン
ド
」
の
発
信
及
び
ふ
る
さ
と
滋
賀
の
フ
ァ
ン

つ
く
り
を
目
指
し
て
行
わ
れ
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
対
策
と
し
て
、

十
一
月
に
例
年
と
は
違
う
形
で
の
二
年
ぶ
り
の
開
催
を
目
指

し
て
い
ま
し
た
が
、
現
下
の
状
況
を
鑑
み
、
い
ま
し
ば
ら
く

時
間
が
必
要
で
は
な
い
か
と
判
断
し
、
一
旦
開
催
を
延
期
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

国
や
専
門
家
の
皆
様
の
間
で
検
討
さ
れ
て
い
る
社
会
経
済

活
動
再
開
の
指
針
な
ど
も
踏
ま
え
、「
い
つ
頃
」「
ど
う
い
う

形
で
」
開
催
で
き
る
か
、
あ
ら
た
め
て
慎
重
に
状
況
を
見
極

め
て
ま
い
り
ま
す
。
ご
理
解
を
賜
り
ま
す
と
と
も
に
、
開
催

の
際
に
は
ぜ
ひ
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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令
和
三
年
度
定
期
総
会
の
ご
報
告

令
和
三
年
九
月
九
日
（
木
）
十
四
時
～
十
六
時　

　

 　

ア
ッ
ト
ビ
ジ
ネ
ス
セ
ン
タ
ー 

八
重
洲
に
て

総
会
を
開
催
。
正
会
員
の
四
分
の
一
以
上
（
委
任

状
提
出
者
を
含
む
）
が
参
加
。
三
十
名
の
役
員
や
会

員
が
出
席
さ
れ
ま
し
た
（
リ
モ
ー
ト
出
席
を
含
む
）。

令
和
二
年
度
決
算
・
令
和
二
年
度
事
業
報
告
の
審

議
の
他
、
報
告
事
項
を
発
表
。

そ
の
後
、
出
席
者
に
よ
る
意
見
交
換
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

中
西
正
一
様
を
偲
ん
で

滋
賀
県
知
事
　
三
日
月
　
大
造

こ
の
度
は
、中
西
正
一
様
の
御
逝
去
の
悲
報
に
接
し
、

痛
惜
の
念
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

私
が
知
事
に
就
任
し
て
以
来
、人
生
の
先
達
と
し
て
、

中
西
様
か
ら
時
に
は
厳
し
く
、
時
に
は
優
し
く
、
様
々

な
機
会
に
お
い
て
御
助
言
を
頂
戴
し
た
こ
と
が
思
い
起

こ
さ
れ
ま
す
。

中
西
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
多
年
に
わ
た
り
、
我

が
国
の
政
治
経
済
の
中
心
で
あ
る
東
京
の
滋
賀
県
人
会

の
、
ま
た
全
国
滋
賀
県
人
会
連
合
会
の
中
心
的
な
存
在

と
し
て
御
活
躍
さ
れ
、
国
内
お
よ
び
世
界
各
国
の
多
く

の
滋
賀
県
人
会
の
活
性
化
や
取
り
ま
と
め
に
御
尽
力
い

た
だ
き
ま
し
た
。

滋
賀
に
縁
の
あ
る
方
々
の
「
ふ
る
さ
と
滋
賀
」
で
つ

な
が
る
絆
を
深
め
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
県
政
の
発

展
に
多
大
な
御
貢
献
を
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
功
績
は
誠
に
顕
著
な
も
の
で
す
。

中
西
様
が
礎
を
築
か
れ
た
滋
賀
県
人
会
は
、
滋
賀
か

ら
離
れ
て
も
滋
賀
を
思
い
や
る
応
援
団
と
し
て
、
私
に

と
っ
て
も
、
県
民
に
と
っ
て
も
大
変
心
強
い
存
在
と

な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
滋
賀
か
ら
首
都
圏
に
進
学
す
る
学
生
の
た
め

の
寮
で
あ
る
湖
国
寮
の
寮
長
や
、
寮
を
運
営
す
る
公
益

財
団
法
人
湖
国
協
会
の
理
事
長
も
務
め
ら
れ
、
不
安
な

気
持
ち
で
上
京
す
る
滋
賀
の
若
者
を
「
東
京
の
父
」
と

し
て
温
か
く
迎
え
て
い
た
だ
き
、
社
会
の
多
様
な
場
で

活
躍
す
る
多
く
の
人
材
を
育
て
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
多
大
な
御
労
苦
に
対
し
、
知
事
と
し
て
、
ま
た

湖
国
寮
の
卒
業
生
の
一
人
と
し
て
感
謝
の
念
に
堪
え
ま

せ
ん
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
中
西
様
の
こ
れ
ま
で
の
御
功

績
に
改
め
て
深
く
敬
意
と
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
と
と

も
に
、
心
か
ら
御
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

東
京
滋
賀
県
人
会
の
専
務
理
事
と
し
て
、
長
ら
く
貢
献
い
た
だ
い
た
中
西
正
一
氏
が

四
月
十
二
日
に
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。

謹
ん
で
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

中西　正一氏
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昨
年
の
九
月
に
東
京
滋
賀
県
人
会
会
長
に
就
任
し
、
改
め
て

こ
の
四
月
に
ふ
る
里
滋
賀
を
訪
問
し
て
、
県
内
五
市
の
市
長
さ

ま
と
二
日
間
に
わ
た
り
面
談
す
る
機
会
を
得
ま
し
た
の
で
、
そ

の
一
部
に
つ
い
て
皆
さ
ま
に
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

訪
問
し
た
の
は
四
月
の
中
旬
を
少
し
過
ぎ
た
こ
ろ
で
し
た
。

今
年
は
例
年
に
な
く
暖
か
い
日
々
が
続
い
た
せ
い
か
桜
の
季
節

も
ほ
ぼ
終
わ
り
ご
ろ
で
し
た
が
、
一
方
で
新
緑
の
眩
し
い
素
晴

ら
し
い
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。

初
日
は
、ま
ず
甲
賀
市
の
岩
永
市
長
を
訪
問
い
た
し
ま
し
た
。

甲
賀
市
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
ド
ラ
マ
「
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
」
の
舞

台
と
な
っ
た
陶
芸
の
信
楽
や
忍
者
の
里
と
し
て
全
国
的
に
有
名

で
す
。
ま
た
昨
年
に
は
東
京
の
「
こ
こ
滋
賀
」
や
歌
舞
伎
座
な

ど
で
も
、
首
都
圏
の
皆
さ
ま
へ
の
情
報
提
供
と
し
て
様
々
な
企

画
や
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
更
に
、
岩
永
市
長

の
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
り
、「
忍
者
の
里
」
の
日
本
遺

産
へ
の
登
録
、
来
年
に
は
〝
全
国
植
樹
祭
〟
の
メ
イ
ン
会
場
に

指
定
さ
れ
る
等
、
益
々
全
国
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
イ
ベ
ン
ト
が
続

く
よ
う
で
す
。

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
産
業
や
観
光
面
で
も
少
な
か
ら
ず
影
響
は

出
て
い
る
も
の
の
、
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
効
果
も
あ
り
、
週
末
な
ど

に
は
引
き
続
き
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
ま
す
。
甲
賀
市
に

は
、
陶
芸
や
忍
者
の
里
の
文
化
的
・
歴
史
的
な
側
面
に
加
え
て

多
く
の
工
業
団
地
や
ゴ
ル
フ
場
な
ど
も
あ
り
、
産
業
の
振
興
と

観
光
の
促
進
に
努
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
岩
永
市
長
は
、
特

に
絵
や
陶
芸
等
に
お
け
る
障
碍
者
へ
の
支
援
に
注
力
さ
れ
て
お

り
、
人
々
の
助
け
合
い
と
社
会
の
活
性
化
を
推
進
中
で
す
。

東
京
滋
賀
県
人
会
と
し
て
は
、
本
年
度
も
首
都
圏
で
の
情
報

発
信
事
業
に
ご
協
力
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

次
に
訪
問
し
た
の
は
、
東
近
江
市
の
小
椋
市
長
で
す
。
東
近

江
市
は
、
八
日
市
市
や
永
源
寺
町
等
一
市
六
町
が
合
併
し
て
成

立
し
た
、
滋
賀
県
の
南
東
部
に
位
置
す
る
人
口
十
二
万
人
弱
の

大
き
な
市
で
、
東
の
鈴
鹿
山
脈
か
ら
西
の
琵
琶
湖
ま
で
広
が
る

緑
豊
か
な
美
し
い
自
然
と
、
多
く
の
歴
史
・
文
化
・
伝
統
に
満

ち
溢
れ
て
い
ま
す
。

東
近
江
市
や
近
江
八
幡
市
な
ど
湖
東
の
こ
の
地
は
、
聖
徳
太

子
が
創
建
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
百
済
寺
を
初
め
聖
徳
太
子
と
の

ご
縁
が
深
く
、
ま
た
木
地
師
の
ふ
る
さ
と
、
五
箇
荘
等
の
近
江

商
人
の
里
で
も
あ
り
ま
す
。

小
椋
市
長
は
、
東
近
江
市
の
産
業
振
興
と
次
世
代
の
子
供
た

ち
を
含
む
市
民
の
住
み
よ
い
街
づ
く
り
の
為
に
、
特
に
近
年
交

通
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
に
注
力
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、

市
民
の
足
で
あ
り
、
学
生
達
の
通
学
に
必
要
な
湖
東
を
南
北
に

素
晴
ら
し
い
〝
ふ
る
里
滋
賀
〟

　
　
　
　
　
― 

産
業
に
文
化
に
奮
闘
す
る
市
長
に
聞
く

岩永裕貴甲賀市長

一
般
社
団
法
人　

東
京
滋
賀
県
人
会　

会
長　

小
林　

洋
一
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走
る
近
江
鉄
道
に
関
し
て
は
、
県
・
市
町
を
含
む
関
係
者
の
皆
様
の
ご
尽
力
に

よ
り
、
そ
の
運
営
方
式
に
上
下
分
離
方
式
を
採
用
す
る
合
意
が
形
成
さ
れ
、
存

続
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
産
業
の
一
層
の
発
展
と
観
光
政
策
促
進
の
一
環

と
し
て
、
南
北
に
走
る
高
速
道
路
の
延
伸
や
三
重
県
と
の
県
境
を
貫
く
ト
ン
ネ

ル
の
建
設
等
に
関
し
て
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
豊
か
で
美
し

い
自
然
と
産
業
の
発
展
の
融
和
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
後
、
名
神
高
速
道
路
を
一
路
大
津
に
向
か
い
ま
し
た
。
日
本
を
代
表
す

る
京
阪
神
経
済
圏
に
隣
接
し
、
昔
よ
り
関
東
と
結
ぶ
東
海
道
の
要
所
を
し
め
る

滋
賀
県
・
大
津
市
は
流
石
に
道
路
交
通
網
が
完
備
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
イ
ン
フ

ラ
や
地
政
学
的
重
要
性
を
改
め
て
実
感
い
た
し
ま
し
た
。

県
庁
所
在
地
・
大
津
市
は
、
人
口
三
十
万
人
を
超
え
る
滋
賀
県
最
大
の
市

で
あ
り
、
琵
琶
湖
と
比
良
・
比
叡
の
山
々
に
囲
ま
れ
た
豊
か
な
自
然
、
更
に

千
三
百
年
以
上
の
悠
久
の
歴
史
と
そ
こ
に
息
づ
く
文
化
を
有
す
る
魅
力
あ
ふ
れ

る
街
で
す
。
来
年
二
〇
二
二
年
は
比
叡
山
延
暦
寺
を
建
立
さ
れ
た
最
澄
（
天
台

宗
の
開
祖
）
の
没
後
千
二
百
年
に
当
た
り
、
大
津
市
を
中
心
と
し
て
種
々
行
事

が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

小椋正清東近江市長

佐藤健司大津市長
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と
子
供
歌
舞
伎

な
ど
の
伝
統
文

化
、
そ
し
て
長

浜
に
根
付
い
た

観
音
文
化
、
四

季
折
々
に
触
れ

る
琵
琶
湖
の
美

し
さ
と
雄
大
な

山
々
の
大
自
然

等
、
長
浜
は
湖

北
の
街
と
し
て

多
く
の
感
動
を

与
え
て
く
れ
ま

す
。一

方
で
、
長

浜
市
に
は
北
陸
経
済
圏
、
名
古
屋
経
済
圏
そ
し
て
京
阪
神
経
済

圏
を
結
ぶ
要
衝
と
し
て
多
く
の
大
企
業
が
進
出
し
、
経
済
・
産

業
基
盤
も
し
っ
か
り
と
し
て
い
ま
す
。

長
浜
市
は
、
本
年
七
月
よ
り
、
約
八
か
月
間
に
亘
り
長
浜
の

観
音
文
化
を
普
及
さ
せ
る
為
に
「
東
京
長
浜
観
音
堂
」
を
設
置
、

ま
た
「
石
田
三
成
」
の
大
河
ド
ラ
マ
化
へ
の
情
報
発
信
を
行
う

た
め
に
江
戸
東
京
博
物
館（
十
月
）や
歌
舞
伎
座
で
の
ポ
ス
タ
ー

展
等
を
開
催
さ
れ
ま
す
。
東
京
滋
賀
県
人
会
と
し
て
も
一
部
ご

協
力
を
さ
せ
て
頂
く
予
定
で
す
。

今
回
の
ふ
る
里
滋
賀
へ
の
旅
は
、ア
ッ
と
言
う
間
で
し
た
が
、

そ
れ
で
も
鈴
鹿
・
伊
吹
等
の
雄
大
な
山
々
と
美
し
い
琵
琶
湖
と

い
う
素
晴
ら
し
い
自
然
を
満
喫
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま

た
各
市
と
も
に
、
多
く
の
歴
史
遺
産
と
連
綿
と
続
く
伝
統
・
文

化
を
守
り
な
が
ら
、
新
し
い
産
業
の
育
成
と
街
づ
く
り
に
努
力

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
動
す
る
と
共
に
、
湖
国
滋
賀
の
将
来
を

改
め
て
強
く
確
信
致
し
ま
し
た
。

佐
藤
市
長
は
、
昨
年
一
月
に
第
二
十
四
代
大
津
市
長
に
就
任

さ
れ
ま
し
た
。
就
任
と
同
時
に
正
に
未
曽
有
の
コ
ロ
ナ
禍
と
い

う
課
題
に
直
面
さ
れ
た
訳
で
す
が
、
滋
賀
県
と
し
っ
か
り
連
携

し
て
適
切
な
対
策
を
講
じ
つ
つ
、
一
方
で
今
後
の
ま
ち
づ
く
り

〝
大
津
再
生
〟
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

豊
か
な
自
然
を
活
用
し
た
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
、
多
く
の
有
名

な
歴
史
・
文
化
遺
産
と
い
っ
た
魅
力
あ
ふ
れ
る
観
光
資
源
を
最

大
限
活
用
し
て
国
内
外
の
多
く
の
観
光
客
に
来
て
も
ら
い
、
同

時
に
街
全
体
の
活
性
化
に
繋
げ
て
い
こ
う
と
す
る
意
欲
的
な
取

り
組
み
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

翌
日
は
、
守
山
市
の
宮
本
市
長
と
お
会
い
し
ま
し
た
。
守
山

市
は
琵
琶
湖
東
岸
に
沿
っ
て
広
が
る
豊
か
な
農
業
・
漁
業
と
緑

輝
く
広
大
な
平
野
を
有
し
、
Ｊ
Ｒ
や
道
路
等
交
通
の
便
が
良
い

た
め
、
産
業
面
で
は
多
く
の
大
企
業
の
工
場
進
出
、
幼
稚
園
か

ら
大
学
ま
で
の
教
育
施
設
の
拡
充
、
更
に
は
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

モ
ー
ル
等
の
建
設
と
の
相
乗
効
果
に
よ
っ
て
、
現
在
も
人
口
が

増
加
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
第
五
次
守
山
市
総
合
計

画
は
、
十
年
前
に
宮
本
市
長
が
就

任
さ
れ
た
時
に
策
定
さ
れ
、
長
期

的
な
展
望
を
持
っ
て
着
実
に
実
績

を
上
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
今
後
は
、

循
環
型
社
会
へ
の
取
り
組
み
や
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
の
推
進
の
目
標
を
掲
げ
る

と
と
も
に
、人
々
と
の
繋
が
り（
絆
）

を
大
事
に
し
つ
つ
、「
豊
か
な
田
園

都
市　

守
山
」
を
実
現
す
る
こ
と

を
目
標
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

守
山
に
は
、
米
作
や
野
菜
に
加

え
て
全
国
に
誇
る
バ
ラ
や
菊
、
メ

ロ
ン
や
イ
チ
ゴ
な
ど
の
農
産
物
、

ふ
く
さ
な
ど
の
優
れ
た
工
芸
品
も
多
く
、
宮
本
市
長
か
ら
も
是

非
首
都
圏
で
の
販
売
を
拡
大
し
た
い
と
の
強
い
希
望
が
あ
り
ま

し
た
。
更
に
本
年
、
守
山
市
で
全
国
規
模
の
〝
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ

ン
大
会
〟
を
開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
。
歴
史
・
文
化
遺
産
な
ど

既
に
あ
る
も
の
に
頼
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
が
知
恵
と
ア
イ

デ
ア
を
出
し
て
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、
い
か
に
し
て
守
山
市
以

外
か
ら
人
や
観
光
客
を
呼
び
込
む
か
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

実
践
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

最
後
に
訪
問
し
た
の
は
、
長
浜
市
の
藤
井
市
長
で
し
た
。
長

浜
市
は
湖
北
に
連
な
る
山
々
と
琵
琶
湖
が
織
り
な
す
美
し
い
自

然
に
恵
ま
れ
、
ま
た
古
墳
時
代
か
ら
続
く
長
い
歴
史
と
伝
統
が

息
づ
く
街
で
す
。
特
に
戦
国
時
代
に
お
け
る
長
浜
は
、
秀
吉
の

居
城
で
あ
っ
た
長
浜
城
、
賤
ケ
岳
の
戦
い
、
長
浜
に
生
ま
れ
た

浅
井
三
姉
妹
や
石
田
三
成
等
多
く
の
物
語
が
常
に
マ
ス
コ
ミ
に

取
り
上
げ
ら
れ
る
ほ
ど
題
材
の
宝
庫
で
す
。
豊
臣
秀
吉
が
長
浜

城
主
だ
っ
た
こ
ろ
か
ら
伝
わ
る
絢
爛
豪
華
な
長
浜
曳
山
ま
つ
り

宮本和宏守山市長

藤井勇治長浜市長
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近
江
の
国「
滋
賀
県
」は

歴
史
の
宝
庫

そ
し
て
　

伝
統
芸
能「
歌
舞
伎
」の
殿
堂
、

「
歌
舞
伎
座
」

　

歌
舞
伎
座
は
本
年
（
２
０
２
１
年
）
５
月
公
演
に
て
琵
琶

湖
舞
台
の
演
目
「
八
陣
守
護
城　
湖
水
御
座
船
」、
９
月
に
は 

「
近
江
源
氏
先
陣
館　
盛
綱
陣
屋
」
が
上
演
さ
れ
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
歌
舞
伎
の
演
目
と
し
て
大
い
に
滋
賀
県
は
所
縁
の
あ
る

地
域
で
す
。
２
０
２
０
年
か
ら
県
人
会
様
と
交
流
を
い
た
だ
き

誠
に
う
れ
し
く
存
じ
ま
す
。

　
歌
舞
伎
座
木
挽
町
広
場
に
お
い
て
も
滋
賀
県
産
の
Ｐ
Ｒ
や
販

売
を
同
時
に
実
施
し
ま
す
、
機
会
が
あ
り
ま
し
た
お
立
ち
寄
り

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

インターネットショップかお店
https://www.kabuki-za.com/shop/

インターネットショップかおみせ楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/kaomise/

　近江の国から織田信長の命により始まったとされる「楽
市・楽座」。歌舞伎座サービスはこれに因んでWEB版楽市
を展開します。歴史に倣い近江の国滋賀県から始まり弊
社の楽市も発展していければと思います。

歌舞伎座楽市
https://kabuki-za.com/index.html

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て

滋
賀
県
、東
京
都
を
は
じ
め
全
国
に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
、

不
自
由
な
日
々
を
過
ご
さ
れ
て
い
る
事
と
推
察
い
た
し
ま
す
。

県
人
会
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
何
卒
ご
健
康
に
留
意
さ
れ
、

今
後
と
も
歌
舞
伎
座
サ
ー
ビ
ス
と
の
御
厚
誼
を
賜
り
ま
す
様
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

守
山
市
で
は
、
令
和
二
年
八
月
か
ら
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で

国
内
消
費
が
減
退
し
て
い
る
花
き
を
、
多

く
の
人
々
が
集
ま
る
場
所
に
展
示
す
る
こ

と
で
市
内
花
き
生
産
者
の
Ｐ
Ｒ
を
行
い
、

販
売
促
進
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
生
産
者
の

安
定
支
援
を
行
う
「
花
の
ま
ち
守
山
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
」を
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
事
業
の
一
環
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
で
鬱
々
と
し
た
中
で

は
あ
り
ま
す
が
、
東
京
で
過
ご
す
人
々
の

癒
し
と
な
れ
ば
と
い
う
思
い
か
ら
、
一
月

十
六
日
（
土
）、
十
七
日
（
日
）
の
二
日

間
、
滋
賀
県
守
山
市
と
歌
舞
伎
座
サ
ー
ビ

ス
株
式
会
社
が
連
携
し
、
東
京
歌
舞
伎
座

で
五
百
本
の
バ
ラ
を
使
用
し
た
華
麗
な
フ

ラ
ワ
ー
ア
ー
ト
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
華
や

か
な
気
分
に
な
っ
て
い
た
だ
く
催
し
を
行

い
ま
し
た
。

守
山
市
産
の
薔
薇
で
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
の

癒
し
に
な
れ
ば
と
、
限
定
数
で
は
あ
り
ま

す
が
、
会
場
の
皆
様
に
バ
ラ
を
贈
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

滋賀県守山市からの贈り物
　歌舞伎座地下1階 『木挽町広場』で
　滋賀県守山市産のバラのフラワーアート
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第
三
十
二
回
琵
琶
湖
夢
街
道

大
近
江
展

　

三
月
二
十
四
日
（
水
）
～
二
十
九
日
（
月
）
に
か
け
、

日
本
橋
髙
島
屋
本
館
八
階
催
会
場
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
鮒
ず
し
・
近
江
牛
は
じ
め
郷
土
の
旬
の
食
材
・
近

江
の
お
茶
・
地
酒
・
和
菓
子
な
ど
の
魅
力
あ
ふ
れ
る
食

品
か
ら
ぜ
ひ
手
元
に
置
い
て
お
き
た
い
伝
統
工
芸
品
ま

で
、
厳
選
さ
れ
た
良
品
が
勢
ぞ
ろ
い
し
、
二
年
ぶ
り
の

開
催
を
待
ち
わ
び
た
近
江
の
物
産
フ
ァ
ン
の
方
々
が
多

く
訪
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

空
き
家
バ
ン
ク

　

県
人
会
は
、
滋
賀
県
下
の
「
空
き
家
」
の
仲

介
（
無
料
）
を
し
て
い
ま
す
。
空
き
家
の
所
有

者
・
管
理
人
か
ら
「
空
き
家
情
報
」
の
申
し
出

を
受
け
、
空
き
家
情
報
を
東
京
は
じ
め
近
隣
の

各
県
人
会
の
会
員
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。

善
男
善
女

　

善
男
善
女
の
縁
結
び
、
お
写
真
を
承
っ
て

お
り
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

四
十
・
五
十
代
の
出
会
い
も
応
援
し
て
い
ま
す
。

物
故
者
法
要
の
ご
報
告

　

八
月
二
十
日
（
金
）
十
時
～　

東
京
滋
賀
県
人
会
ホ
ー
ル
に
て

　

毎
年
八
月
に
、
東
京
滋
賀
県
人
会
の
関
係
者
で
亡
く
な
ら
れ
た

方
々
の
霊
を
慰
め
る
た
め
、
物
故
者
法
要
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
昨
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
流
行
の
た
め
に
開
催
を
見

合
わ
せ
て
お
り
ま
し
た
が
、
本
年
度
は
事
務

局
の
み
の
参
加
で
執
り
行
い
ま
し
た
。

Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｏ
塾

　

塚
本
東
京
滋
賀
県
人
会
副
会
長
を
塾
頭
に
、
会
員
同
士
の
人
脈
形

成
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
、
知
識
の
向
上
の
支
援
を
目
的
と
し
て

各
界
か
ら
講
師
を
お
招
き
し
、
講
演
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

今
秋
以
降
第
十
二
回
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｏ
塾
を
開
催
予
定
で
す
が
、
依

然
コ
ロ
ナ
感
染
症
が
高
水
準
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
開
催
決

定
は
、
今
し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

幹
部
会

　

令
和
二
年
七
月
一
日
（
水
）
を
皮
切
り
に
、
毎
月
一
回
ペ
ー
ス
で

会
長
、
副
会
長
や
専
務
理
事
、
常
務
理
事
等
が
当
会
の
主
要
活
動
の

推
進
や
組
織
強
化
、
全
滋
連
、
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
へ
の
か
か
わ
り
方
な

ど
を
議
論
す
る
幹
部
会
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
現
在
ま
で
、「
こ

こ
滋
賀
」
な
ど
に
お
け
る
イ
ベ
ン
ト
の
推
進
、
会
報
や
Ｈ
Ｐ
の
改
善

策
が
具
体
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
し
ば
ら
く
は
、
三
密
を
避
け
る
た
め
、
リ
モ
ー
ト
形
式
で
実

施
し
て
い
ま
す
。

鮭
の
会

　

毎
月
第
一
火
曜
日
を
定
例
開
催
日
と

し
、
滋
賀
に
所
縁
の
あ
る
マ
ス
コ
ミ
各

社
、
滋
賀
県
、
こ
こ
滋
賀
、
さ
ら
に
首

都
圏
の
各
県
人
会
が
一
堂
に
会
し
、
イ

ベ
ン
ト
の
実
施
予
定
な
ど
周
知
情
報
を

持
ち
よ
り
、首
都
圏
で
の
情
報
共
有
化
、

マ
ス
コ
ミ
へ
の
取
材
要
請
な
ど
に
努
め

て
い
ま
す
。
最
近
は
コ
ロ
ナ
禍
で
緊
急

事
態
宣
言
が
延
長
さ
れ
、
暫
く
の
間
、

開
催
自
粛
状
態
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
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関
東
ブ
ロ
ッ
ク
滋
賀
県
人
会

意
見
交
換
会

　

関
東
ブ
ロ
ッ
ク
の
各
県
人
会
は
、
東
京
滋
賀
県
人

会
会
長
を
代
表
世
話
人
と
し
、
東
京
、
埼
玉
、
千
葉
、

神
奈
川
な
ど
を
中
心
に
、
会
長
会
議
や
副
会
長
・
理

事
レ
ベ
ル
の
実
務
者
会
合
を
開
き
、
ブ
ロ
ッ
ク
と
し

て
結
束
し
た
取
組
み
を
強
化
し
、
会
員
相
互
の
交
流

拡
大
を
目
指
し
ま
す
。

理
事
会
の
ご
報
告

　

令
和
三
年
八
月
二
十
日
（
金
）
十
四
時
～
十
六
時

　

ア
ッ
ト
ビ
ジ
ネ
ス
セ
ン
タ
ー 

八
重
洲
に
て
開
催
。

出
席
者
十
八
名
中
リ
モ
ー
ト
参
加
は
九
名
。
会
長
に

よ
る
全
般
的
な
活
動
報
告
の
あ
と
、
令
和
二
年
度
事

業
報
告
・
決
算
、
令
和
三
年
度
事
業
計
画
・
予
算
な

ど
を
審
議
し
ま
し
た
。

（
定
期
総
会
の
ご
報
告
は
、
三
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く

だ
さ
い
）

に
ぎ
わ
い
創
出
事
業

　

滋
賀
な
ら
で
は
の
食
の
振
興
や
滋
賀
に
お

い
て
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
実
践
す
る

キ
ー
パ
ー
ソ
ン
、
滋
賀
ゆ
か
り
の
方
々
を
お

招
き
し
、「
こ
こ
滋
賀
」
一
階
「SH

IGA
’S 

Bar

」
や
二
階
レ
ス
ト
ラ
ン
「
日
本
橋 

滋
乃

味
」
に
お
い
て
、
講
演
や
来
館
者
と
の
交
流

を
図
る
こ
と
で
首
都
圏
で
の
滋
賀
フ
ァ
ン
の

創
出
を
図
る
イ
ベ
ン
ト
。

　

今
年
第
一
回
の
事
業
者
応
援
イ
ベ
ン
ト

が
、
七
月
十
八
日
（
日
）
十
五
時
三
十
分
か

ら
、
会
場
①
こ
こ
滋
賀
「
滋
乃
味
」、
会
場

②
滋
賀
県
青
年
会
館
「
ラ
コ
ン
テ
」
の
二
会

場
同
時
開
催
で
行
わ
れ
ま
し
た
。「
こ
こ
滋

賀
」
と
東
京
滋
賀
県
人
会
の
主
催
で
、
び
わ

湖
の
若
手
漁
師
の
活
動
の
様
子
や
「
琵
琶
湖

の
水
産
業
を
本
気
で
何
と
か
す
る
会
」
の
活

動
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。「
ビ
ワ
マ
ス
」「
コ

ア
ユ
」
の
料
理
を
賞
味
し
な
が
ら
、
専
門
家

の
お
話
を
聞
く
大
変
有
意
義
な
イ
ベ
ン
ト
で

し
た
。

　

ま
た
、
長
浜
市
の
観
音
ハ
ウ
ス
オ
ー
プ
ン

記
念
セ
レ
モ
ニ
ー
を
七
月
九
日
（
金
）
に
東

京
八
重
洲
の
新
観
音
ハ
ウ
ス
で
行
い
ま
し

た
。

　

今
後
も
、
甲
賀
市
や
多
賀
町
の
イ
ベ
ン
ト

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
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「
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
世
界

～
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
の
舞
台
甲
賀
市
信
楽
～
」
に
つ
い
て

滋
賀
県
甲
賀
市
信
楽
町
が
舞
台
と
な
っ
た
、
連
続
テ
レ
ビ
小

説
「
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
」
の
最
終
回
が
放
映
さ
れ
て
、
約
一
年
半

を
迎
え
ま
す
。

甲
賀
市
で
は
「
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
」
の
放
映
を
き
っ
か
け
に
、

地
元
企
業
や
地
元
団
体
と
連
携
協
力
し
た
「
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
」

で
甲
賀
を
盛
り
上
げ
る
推
進
協
議
会
を
中
心
に
、
ロ
ケ
支
援

や
、
地
域
振
興
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
現
在
、
信
楽
高
原
鐵
道
、

信
楽
町
観
光
協
会
と
共
催
し
た
「
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
世
界
～
ス

カ
ー
レ
ッ
ト
の
舞
台　

甲
賀
市
信
楽
～
」を
開
催
し
て
い
ま
す
。

他
に
は
な
い
ド
ラ
マ
の
セ
ッ
ト
等
を
展
示
し
た
、
連
続
テ
レ
ビ

小
説
「
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
」
の
世
界
観
を
味
わ
え
る
も
の
と
な
っ

て
お
り
ま
す
の
で
、
是
非
、
ご
来
館
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

会
期
予
定　

令
和
三
年
十
一
月
三
十
日（
火
）ま
で（
水
曜
休
館
）

開
館
時
間　

九
時
～
十
七
時

場　
　

所　

旧
信
楽
伝
統
産
業
会
館

　
　
　
　
　
（
滋
賀
県
甲
賀
市
信
楽
町
長
野
一
一
四
二
）

観
光
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

「
甲
賀
流
リ
ア
ル
忍
者
館
」
に
つ
い
て

日
本
遺
産
「
忍
び
の
里
」
の
歴
史
文
化
や
、
甲
賀
流
忍
者
の

足
跡
を
感
じ
ら
れ
る
施
設
・
史
跡
を
ご
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

映
像
や
忍
者
の
体
験
型
展
示
で
甲
賀
流
忍
者
を
体
感
で
き
る
施

設
と
し
て
昨
年
秋
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

ま
た
、
観
光
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、「
甲

賀
流
忍
者
」
だ
け
で
な
く
、
市
内
の
観
光
資
源
と
な
る
「
信
楽

焼
」
や
「
東
海
道
」
な
ど
、
様
々
な
観
光
情
報
を
発
信
し
て
い

ま
す
の
で
、
是
非
、
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

開
館
時
間　

十
時
～
十
六
時

場　
　

所　

忍
の
里
プ
ラ
ラ
内
（
甲
南
町
竜
法
師
六
〇
〇
）

休 
館 
日　

月
曜
日
、
年
末
年
始

入 
館 
料　

無
料

問 

合 
せ　

〇
七
四
八

－

七
〇

－

二
七
九
〇

「
第
七
二
回
全
国
植
樹
祭
」
の
開
催
日
決
定
！

来
年
、
甲
賀
市
「
鹿
深
夢
の
森
」
を
主
会
場
と
し
て
開
催
さ

れ
る
「
第
七
二
回
全
国
植
樹
祭
」
の
開
催
日
が
、
宮
内
庁
は
じ

め
関
係
機
関
と
の
協
議
を
経
て
、
主
催
の
公
益
社
団
法
人
国
土

緑
化
推
進
機
構
に
よ
り
正
式
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

開
催
日
：
令
和
四
年
六
月
五
日
（
日
）

開
催
日
の
決
定
を
受
け
て
、
甲
賀
市
で
は
、
開
催
ま
で
の
残

り
十
カ
月
間
、「
第
七
二
回
全
国
植
樹
祭
甲
賀
市
推
進
協
議
会
」

を
中
心
に
オ
ー
ル
甲
賀
で
全
国
植
樹
祭
を
成
功
へ
と
導
く
よ
う

主
催
の
滋
賀
県
と
連
携
し
取
り
組
み
を
加
速
し
て
い
き
ま
す
の

で
、
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し 

ま
す
。

問
合
せ　

林
業
振
興
課　

全
国
植
樹
祭
推
進
室　

　
　
　
　

〇
七
四
八

－

六
九

－

二
一
九
四

ドラマに使われた川原家のセット

ドラマに使われた窯のセット

甲
賀
市
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

甲
賀
市
産
業
経
済
部
観
光
企
画
推
進
課
提
供
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東
京
に
オ
ー
プ
ン
し
た
観
音
堂

今
年
七
月
十
日
、
長
浜
市
は
東
京
日
本
橋
に
「
東
京
長
浜
観

音
堂
」
を
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
本
市
は
、
昨
年
十
月
ま
で
四

年
半
に
わ
た
っ
て
、
東
京
上
野
で
「
び
わ
湖
・
長
浜　

Ｋ
Ａ
Ｎ

Ｎ
Ｏ
Ｎ　

Ｈ
Ｏ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
」
を
開
館
す
る
な
ど
、「
観
音
文
化
」（
生

活
の
中
に
溶
け
込
ん
だ
観
音
像
や
ホ
ト
ケ
を
祈
る
文
化
）
を
、

首
都
圏
へ
お
届
け
す
る
事
業
を
展
開
し
て
き
ま
し
た
。
今
回
の

「
東
京
長
浜
観
音
堂
」
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
少
子
高
齢
化
に
よ

り
観
音
像
や
ホ
ト
ケ
の
維
持
・
管
理
に
悩
む
地
元
を
、
特
に
金

銭
面
で
支
援
頂
く
こ
と
を
訴
え
る
た
め
の
拠
点
施
設
に
な
っ
て

い
ま
す
。

「
東
京
長
浜
観
音
堂
」
に
は
、
実
物
の
観
音
像
・
ホ
ト
ケ
を

約
二
ヶ
月
に
一
回
交
替
し
な
が
ら
展
示
し
ま
す
。
八
月
下
旬
ま

で
の
来
館
者
は
約
六
百
人
。八
月
初
め
ま
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト（
回

収
率
五
十
三
％
）
に
よ
れ
ば
、
五
十
代
二
十
五
％
、
四
十
代

二
十
二
％
、
六
十
代
二
十
％

で
あ
り
、
三
十
代
以
下
も

十
三
％
と
各
世
代
ま
ん
べ
ん

な
く
来
ら
れ
て
お
り
、
滋
賀

県
の
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ

「
こ
こ
滋
賀
」
か
ら
も
、
多

く
の
入
館
者
を
誘
導
頂
い
て

い
ま
す
。「
び
わ
湖
・
長
浜

　

Ｋ
Ａ
Ｎ
Ｎ
Ｏ
Ｎ　

Ｈ
Ｏ
Ｕ

Ｓ
Ｅ
」
を
知
ら
ず
に
、
今
回

初
め
て
長
浜
の
観
音
・
ホ
ト

ケ
に
触
れ
た
方
は
、こ
の「
こ

こ
滋
賀
」
か
ら
案
内
頂
い
た
方
が
多
数
お
ら
れ
る
状
況
で
す
。

東
京
滋
賀
県
人
会
と
の
協
力

こ
の
長
浜
の
「
観
音
文
化
」
を
周
知
し
、
長
浜
フ
ァ
ン
を
多

く
獲
得
す
る
た
め
、長
浜
市
は
東
京
滋
賀
県
人
会
と
協
働
し
て
、

様
々
な
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。上
記
観
音
堂
に
つ
い
て
は
、

東
京
滋
賀
県
人
会
が
い
ち
早
く
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
上
に
「
公
式　

東
京

長
浜
観
音
堂
」
サ
イ
ト
を
開
設
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
ス
タ
ン

プ
ラ
リ
ー
を
始
め
て
頂
き
ま
し
た
。
観
音
堂
に
七
回
来
館
頂
く

と
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
「
観
音
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
」
が
も
ら
え
る
企

画
と
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
同
会
の
企
画
と
し
て
、
現
在

展
示
中
の
聖
観
音
像
（
南
郷
町
蔵
）
の
帰
還
に
際
し
て
、
展

示
最
終
日
の
九
月
十
二
日
（
日
）
か
ら
「
お
帰
り
コ
ン
サ
ー
ト
」

を
配
信
し
ま
し
た
。
歌
手
の
塚
田
陵
子
さ
ん
に
観
音
像
の
横
で
、

三
味
線
を
弾
き
な
が
ら
民
謡
を
披
露
し
て
頂
き
ま
し
た
。

長
浜
市
は
東
京
都
台
東
区
と
、
観
音
の
ご
縁
で
都
市
連
携
を

行
な
っ
て
い
ま
す
。
台
東
区
上
野
の
不
忍
池
は
琵
琶
湖
を
模
し

た
も
の
で
あ
り
、
中
央
に
竹
生
島
に
擬
し
た
弁
天
島
が
あ
る
こ

と
な
ど
の
縁
が
あ
る
か
ら
で
す
。「
び
わ
湖
・
長
浜　

Ｋ
Ａ
Ｎ

Ｎ
Ｏ
Ｎ　

Ｈ
Ｏ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
」
は
そ
の
畔
に
開
設
さ
れ
、
上
野
の
東

京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
と

二
十
八
年
の
二
回
に
わ
た
り
、
長
浜
の
「
観
音
文
化
」
を
紹
介

す
る
特
別
展
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
受
け
て
、
今
年
度
は
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、
台

東
区
浅
草
の
「
浅
草
文
化
観
光
セ
ン
タ
ー
」
や
同
区
西
浅
草
の

「
台
東
区
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
」
に
お
い
て
、パ
ネ
ル
展
「
湖
北
・

長
浜
に
息
づ
く
観
音
文
化
～
ホ
ト
ケ
と
祈
り
の
姿
～
」
を
開
催

し
ま
し
た
。
ま
た
、
関
連

し
て
講
演
会
も
二
回
開
催

し
て
い
ま
す
。
こ
の
パ
ネ

ル
展
・
講
演
会
の
運
営
も
、

東
京
滋
賀
県
人
会
の
多
大

な
協
力
を
得
て
い
ま
す
。

特
に
、
七
月
三
日
に
「
浅
草
文
化
観
光
セ
ン
タ
ー
」
で
開
催

さ
れ
た
講
演
会
は
、
大
雨
で
熱
海
市
に
お
い
て
が
け
崩
れ
が

あ
っ
た
日
と
な
り
、
新
幹
線
が
一
時
不
通
と
な
り
ま
し
た
。
講

師
の
会
場
へ
の
到
着
が
遅
れ
る
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
あ
り
ま
し
た

が
、
空
白
の
四
十
分
間
、
会
場
運
営
に
当
た
っ
て
頂
い
て
い
た

滋
賀
県
人
会
の
皆
さ
ん
の
機
転
の
お
か
げ
で
、
何
の
混
乱
も
な

く
講
演
が
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

今
後
、
新
た
な
東
京
長
浜
観
音
堂
の
イ
ベ
ン
ト
企
画
や
、
十

月
二
十
八
日
（
木
）・
二
十
九
日
（
金
）
に
歌
舞
伎
座
で
企
画

さ
れ
て
い
る
「
石
田
三
成
パ
ネ
ル
展
」
な
ど
、
両
者
の
協
業
は

さ
ら
に
深
ま
る
と
期
待
さ
れ
ま
す
。

長
浜
市
の「
観
音
文
化
」を
支
援
頂
く
た
め
に

　
　
～
東
京
滋
賀
県
人
会
と
の
協
業
事
業
に
つ
い
て
～

長
浜
市　

市
民
協
働
部　

学
芸
専
門
監　

太
田　

浩
司

「
ふ
る
さ
と
納
税（
寄
付
）」
の
お
勧
め

冒
頭
で
記
し
た
よ
う
に
、
今
回
の
「
東
京
長
浜
観
音
堂
」
は
、

少
子
高
齢
化
に
よ
り
観
音
像
や
ホ
ト
ケ
の
維
持
・
管
理
に
悩
む
地

元
を
、
特
に
金
銭
面
で
支
援
頂
く
拠
点
施
設
と
考
え
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
首
都
圏
の
皆
さ
ん
に
、
長
浜
市
へ
の
「
ふ
る
さ
と

納
税
」
の
お
願
い
を
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
制
度
で
は
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
特
例
制
度
を
活
用
頂
く
と
便
利
で
、
来
年
一
月
十
日
ま

で
に
書
類
を
提
出
す
る
と
、
来
年
六
月
か
ら
住
ま
わ
れ
て
い
る
自

治
体
の
住
民
税
が
一
年
分
、
長
浜
市
へ
の
納
税
分
が
控
除
さ
れ

ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
「
ふ
る
さ
と
チ
ョ
イ
ス
」
等
「
ふ

る
さ
と
納
税
」
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
か
ら
、長
浜
市
を
選
ん
で
頂
き
、

使
い
道
は
「
歴
史
遺
産
の
伝
承
お
よ
び
文
化
芸
術
に
関
す
る
事

業
」を
選
択
、備
考
欄
に「
観
音
文
化
支
援
」と
記
し
て
頂
き
ま
す
。

す
る
と
、貴
重
な
皆
様
の
長
浜
市
へ
の
「
ふ
る
さ
と
納
税
」
は
「
観

音
文
化
」
事
業
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、企
業
版
「
ふ
る
さ
と
納
税
」
も
、長
浜
市
で
「
観
音
文
化
」

に
関
す
る
事
業
を
立
ち
上
げ
、
ご
支
援
を
お
願
い
し
よ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。
近
く
納
税
方
法
・
対
象
事
業
な
ど
の
案
内
書
を
作
成

し
ま
す
の
で
、
ご
縁
が
あ
る
企
業
へ
紹
介
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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滋
賀
県
と
京
都
府
の
府
県
境
に
位
置
す
る
比
叡
山
。
海
抜
八
四
八

メ
ー
ト
ル
の
大
比
叡
ケ
岳
を
頂
点
に
、
四
明
ケ
岳
、
釈
迦
ケ
岳
、
水

井
山
、
三
石
岳
な
ど
南
北
に
列
な
る
山
々
の
総
称
で
す
。
古
事
記
な

ど
の
文
献
に
も
た
び
た
び
登
場
し
、
古
く
か
ら
神
々
が
宿
る
山
と
し

て
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
い
ま
し
た
。
ま
た
麓
の
人
々
に
と
っ
て
は

琵
琶
湖
へ
豊
か
な
水
を
注
ぐ
森
で
あ
り
、人
々
の
生
活
の
命
を
育
む
、

身
近
で
親
し
み
深
い
存
在
で
あ
り
ま
し
た
。

延
暦
四
年
（
七
八
五
）
七
月
、
伝
教
大
師
最
澄
が
そ
の
比
叡
山
に

登
り
ま
し
た
。
最
澄
二
十
歳
。
平
安
遷
都
九
年
前
の
こ
と
で
し
た
。

最
澄
は
入
山
後
、
す
ぐ
に
小
さ
な
草
庵
「
一
乗
止
観
院
」
を
結
び

修
行
を
始
め
ま
し
た
。
比
叡
の
霊
木
で
薬
師
如
来
を
自
刻
、
灯
明
を

灯
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
延
暦
寺
総
本
堂
「
根
本
中
堂
」
で
あ
り
、

今
も
輝
き
続
け
る
「
不
滅
の
法
灯
」
で
あ
り
ま
す
。

最
澄
は
比
叡
山
を
祈
り
と
人
材
育
成
の
道
場
と
位
置
付
け
、
修
行

僧
た
ち
に
は
十
二
年
間
の
籠

山
修
行
を
課
し
ま
し
た
。
こ

う
し
た
理
念
は
、
桓
武
天
皇

の
計
ら
い
に
よ
っ
て
実
現
し

た
入
唐
求
法
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
、
法
華
経
を
根
本
経
典
と
し
な
が

ら
密
教
や
禅
、
戒
律
、
念
仏
な
ど
を
も
包
含
す
る
総
合
仏
教
道
場
へ

と
発
展
し
て
い
き
ま
す
。ま
た
、山
上
に
配
置
さ
れ
た
堂
宇
に
は
様
々

な
佛
や
菩
薩
が
祀
ら
れ
、
比
叡
山
全
体
が
さ
な
が
ら
大
曼
荼
羅
の
様

相
を
呈
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
や
境
内
で
は
、
今
も
学
問
や

修
行
、
天
台
の
教
え
が
脈
々
と
実
践
・
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
で
も
象
徴
的
な
建
物
の
一
つ
が
「
法
華
総
持
院
東
塔
」
と
「
戒

壇
院
」
で
す
。

最
澄
は
全
国
六
か
所
に
宝
塔
を
建
立
し
国
の
護
り
と
し
ま
し
た
。

延
暦
寺
の
宝
塔
は
「
安
総
」
と
し
、
全
国
の
宝
塔
を
総
じ
て
安
ん
ず

る
象
徴
と
し
ま
し
た
。「
法
華
」
と
は
「
妙
法
蓮
華
経
」、
護
国
の
経

典
で
す
。「
総
持
」
と
は
陀
羅
尼
、
密
教
の
功
徳
を
表
し
ま
す
。
本

尊
は
大
日
如
来
を
は
じ
め
と
す
る
五
智
如
来
を
安
置
、
上
層
に
は
仏

舎
利
と
法
華
経
千
巻
、
基
壇
に
は
法
華
経
な
ど
多
く
の
経
典
の
写
経

が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
法
華
経

世
界
と
密
教
世
界
が
同
じ
空
間
に

広
が
る
様
子
は
天
台
の
教
え
そ
の

も
の
を
体
現
し
て
い
ま
す
。

「
戒
壇
院
」
は
、
僧
侶
が
正
式

な
僧
侶
と
な
る
た
め
戒
律
を
授
か

る
道
場
で
す
。
最
澄
は
従
来
の
具
足
戒
で
は
な
く
「
円
頓
戒
＝
菩
薩

戒
」
を
授
け
て
僧
侶
と
す
る
制
度
を
朝
廷
に
上
奏
し
ま
す
が
な
か
な

か
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
い
に
病
床
に
あ
っ
て
そ
の
許
し
の
報
せ

が
あ
り
、
臨
終
の
七
日
後
に
正
式
な
公
認
が
お
り
ま
し
た
。
そ
の
専

用
の
道
場
で
あ
る
「
戒
壇
院
」
の
創
建
は
最
澄
遷
化
の
更
に
五
年
後

で
し
た
。
こ
の
「
円
頓
戒
」
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
、
現

在
日
本
中
の
お
寺
も
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
日
本
仏
教
に

と
っ
て
は
大
き
な
出
来
事
で
あ
り
ま
し
た
。「
戒
壇
院
」
は
最
澄
の

想
い
が
も
っ
と
も
籠
っ
た
大
切
な
お
堂
の
一
つ
な
の
で
す
。

今
年
秋
、
伝
教
大
師
最
澄
千
二
百
年
大
遠
忌
を
記
念
し
て
、
こ
の

二
つ
の
建
物
が
特
別
に
公
開
さ
れ
ま
す
。
平
素
は
非
公
開
で
入
堂
で

き
な
い
建
物
で
、
特
に
「
戒
壇
院
」
は
天
台
宗
の
僧
侶
で
さ
え
生
涯

に
一
度
、
自
身
が
戒
を
授
か
る
時
し
か
入
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

最
澄
の
志
を
継
ぐ
堂
塔
を
拝
観
で
き
る
機
会
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
比
叡

山
へ
ご
参
拝
な
さ
る
こ
と
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

「
一
隅
を
照
ら
す　

こ
れ
則
ち
国
宝
な
り
」

人
々
の
心
の
輝
き
こ
そ
国
の
宝
で
あ
る
と
、
人
間
一
人
ひ
と
り
の

大
切
さ
を
説
い
た
最
澄
の
こ
の
言
葉
は
、
文
字
通
り
広
く
多
く
の

人
々
の
心
に
慈
し
み
の
と
も
し
び
を
灯
し
、千
二
百
年
の
時
を
経
て
、

今
な
お
人
か
ら
人
へ
と
語
り
紡
が
れ
て
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
改
め
て
自
身
が
持
つ
「
ほ
と
け
心
」
に
気
付
き
、
心
を

覆
う
暗
闇
を
慈
悲
の
光
が
取
り
払
う
よ
う
に
他
を
利
す
る
働
き
に
努

め
、
世
界
中
が
安
ら
か
な
光
に
包
ま
れ
る
よ
う
祈
り
を
捧
げ
て
ま
い

り
ま
し
ょ
う
。

受
け
継
が
れ
る
一
二
〇
〇
年
の
心

延
暦
寺
　
副
執
行
総
務
部
長
　
小
鴨
　
覚
俊

戒壇院

伝教大師

法華総持院
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神
奈
川
滋
賀
県
人
会
は
発
足

三
十
一
年
目
を
迎
え
、
前
会
長
安

居
様
を
始
め
役
員
各
位
の
ご
努

力
に
よ
り
県
人
会
と
し
て
の
骨

格
が
作
ら
れ
、
法
人
会
員
を
含
む

百
五
十
名
様
（
ピ
ー
ク
時
）
の
組

織
に
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
現
在
七
十
名
弱
の
会
員
を
、
五
年

程
前
か
ら
私
井
上
が
引
き
継
ぎ
、
四
期
目
の
総
会
を
迎
え
る
こ
と
に

な
る
の
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
と
き
、
開
催
す
る
こ
と
が
出
来
な
い

た
め
、
総
会
資
料
を
会
員
様
に
発
送
し
て
ご
承
認
い
た
だ
く
予
定
で

ご
ざ
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
終
息
の
兆
し
が
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
会
合
、

懇
親
会
を
開
催
で
き
る
よ
う
、
役
員
一
同
で
相
談
し
、
計
画
し
て
お

り
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
を
さ
か
い
に
会
員
離
れ
が
進
み
会
員
減
少
が
加
速
す
る

の
で
は
と
危
惧
し
て
お
り
ま
す
。会
員
増
を
図
る
た
め
の
柱
と
し
て
、

私
は
東
京
滋
賀
県
人
会
に
入

会
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
五
年
余

り
と
、
年
齢
（
昭
和
一
八
年
九
月

一
六
日
生
ま
れ
）
の
割
に
は
い
ま

だ
浅
く
、
全
般
に
渡
り
湖
国
と

の
関
わ
り
方
希
薄
で
あ
っ
た
と

自
負
し
て
い
な
が
ら
、
会
社
の
名
前
は
江
州
技
研
株
式
会
社
、
創
立

場
所
は
県
人
会
と
も
関
わ
り
深
い
日
本
橋
本
町
に
昭
和
五
十
三
年
設

新
規
会
員
参
入
促
進
を
役
員
が
手
分
け
し
て
行
う
こ
と
、
現
会
員
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
た
め
の
方
法
や
県
人
会
と
し
て
の

目
標
・
目
的
を
再
度
見
直
し
、
循
環
型
社
会
、
自
然
回
帰
の
世
の
中

へ
と
方
向
転
換
す
べ
き
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ふ
る
里
滋
賀
で
は
、
七
月
一
日
が
び
わ
湖
の
日
と
昭
和
五
十
六
年

に
定
め
ら
れ
て
か
ら
四
十
年
目
を
迎
え
、
環
境
を
守
る
人
と
社
会
、

ま
た
自
然
と
の
つ
な
が
り
の
大
切
さ
を
感
じ
る
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ

て
お
り
ま
す
。

各
県
人
会
様
の
ご
意
見
や
ご
指
導
を
賜
り
な
が
ら
、
関
東
ブ
ロ
ッ

ク
（
東
京
、
千
葉
、
埼
玉
、
神
奈
川
、
他
近
県
）
と
し
て
の
方
向
性

を
定
め
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。
県
人
会
を
継
続
継
承
す
る
た

め
の
今
後
の
方
法
を
も
ご
指
導
ご
鞭
撻
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
か
と
存

じ
ま
す
。

県
人
会
と
し
て
の
確
固
た
る
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
東

京
滋
賀
県
人
会
様
の
機
関
誌
の
誌
面
を
汚
す
こ
と
を
お
許
し
く
だ 

さ
い
。

立
。
ま
た
社
会
人
に
な
り
初

め
て
入
会
し
た
倶
楽
部
と
い

う
類
が
日
本
橋
倶
楽
部
で
、

東
京
滋
賀
県
人
会
と
日
本
橋

倶
楽
部
は
ど
ち
ら
も
記
録
を
辿
る
と
日
本
で
最
初
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の

目
的
法
人
と
聞
き
及
ん
で
い
ま
す
。
県
人
会
員
様
内
に
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
日
本
橋
倶
楽
部
に
も
多
く
の
湖
国
と
関
わ
り
の
有
る
著
名

な
会
社
・
個
人
の
方
々
が
名
を
列
ね
て
お
ら
れ
、
私
の
心
の
何
処
か

で
湖
国
と
い
う
言
葉
に
い
つ
も
誇
り
を
感
じ
て
い
る
自
分
が
い
る
こ

と
は
事
実
で
す
。

そ
れ
は
何
に
起
因
し
て
い
る
か
と
考
え
る
に
、
湖
国
の
歴
史
上
に

見
る
商
人
の
み
な
ら
ず
多
く
の
成
功
者
の
語
ら
れ
る
三
方
良
し
と
い

三
十
一
年
目
を
迎
え
た
神
奈
川
滋
賀
県
人
会
の
こ
れ
か
ら

神
奈
川
滋
賀
県
人
会
　
会
長
　
井
上
　
善
雄

心
に
湖
国
あ
り

江
州
技
研
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
種
村
　
重
和

う
言
葉
が
浮
か
び
ま
す
。

今
、我
が
国
は
敗
戦
を
経
て
の
戦
勝
国
に
依
る
精
神
改
造
政
策（
私

見
で
す
）
の
成
果
な
の
か
自
己
責
任
が
放
棄
さ
れ
、
既
得
権
維
持
の

為
に
形
振
り
構
わ
ず
奔
走
す
る
場
面
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
を
見
る
に
つ
け
、
個
人
及
び
組
織
と
し
て
下
し
た
者
の
責
任

を
如
何
に
取
る
か
、
ま
た
大
袈
裟
な
言
い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

民
族
と
し
て
の
誇
り
は
何
処
に
行
っ
た
か
と
考
え
ま
す
。
そ
の
と

き
、
湖
国
先
人
た
ち
が
大
切
に
さ
れ
て
き
た
三
方
良
し
の
精
神
（
人

に
依
っ
て
解
釈
の
差
異
は
有
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
先
ず
決
し
て

仲
良
し
学
校
的
共
存
共
栄
で
は
な
く
、
思
い
や
り
、
感
謝
、
責
任
の

ど
れ
一
つ
無
く
し
て
も
成
立
し
な
い
が
、
何
よ
り
お
互
い
が
過
酷
な

競
争
原
理
の
中
で
、
信
義
を
持
っ
て
果
敢
に
遂
行
す
る
こ
と
と
解
し

て
お
り
ま
す
）
が
若
者
た
ち
、
ま
た
そ
の
子
孫
た
ち
が
誇
れ
る
、
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
国
家
へ
の
道
し
る
べ
、
先
導
役
の
一
翼
を
担
う
と

確
信
い
た
し
ま
す
。

最
近
、
特
に
感
じ
ま
す
「
す
ぐ
得
ら
れ
る
も
の
事
、
直
ぐ
失
す
る
」

の
世
の
条
理
を
考
え
る
に
つ
け
、
我
が
国
の
長
い
歴
史
の
中
で
物
理

的
（
交
通
網
等
）
に
も
ま
た
、
精
神
的
に
も
（
文
化
を
含
め
）
ヘ
ソ

の
役
目
を
果
た
し
て
き
た
湖
国
へ
の
心
情
、
ま
た
県
人
会
へ
の
思
い

を
少
し
だ
け
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

現
実
で
は
自
分
に
直
ぐ
何
が
出
来
る
か
と
自
問
し
た
と
き
、
た
ま

た
ま
当
社
に
持
ち
込
ま
れ
た
、
某
私
鉄
の
メ
イ
ン
駅
の
プ
ラ
ッ
ト

ホ
ー
ム
フ
ェ
ン
ス
（
化
粧
と
保
安
を
兼
ね
備
え
た
構
造
物
）
の
モ
ッ

ク
ア
ッ
プ
を
多
賀
町
久
徳
（
幼
少
期
を
過
ご
し
た
場
所
）
の
住
ま
い

に
隣
接
し
て
設
置
し
ま
し
た
。
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
設
計
事
務
所
の
方
々

等
、
見
学
を
し
て
い
た
だ
い
た
機
会
を
利
用
し
て
は
と
思
い
、
短
い

時
間
で
し
た
が
、
長
浜
、
彦
根
、
八
日
市
と
街
を
、
食
文
化
を
、
案

内
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
興
味
を
持
た
れ
湖
国
の
素
晴
ら
し
さ
を
少
し

は
理
解
し
て
貰
え
た
と
思
い
ま
す
。

出
来
る
こ
と
か
ら
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
ま
た
、
人
間
や
り
た
い
こ
と

が
有
る
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
、
を
忘
れ
ず
に
立
ち
向
か
っ
て
行
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

井上 善雄氏種村 重和氏
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「
滋
賀
縣
人
」
第
一
九
七
号
「
関

東
だ
よ
り
」
に
て
『「
埋
木
舎
」

時
代
の
文
化
人
・
井
伊
直
弼
公
』

に
つ
い
て
書
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
が
今
回
よ
り
連
載
に
て

近
江
・
彦
根
の
偉
人
・
井
伊
直
弼
に
つ
い
て
テ
ー
マ
を
分
け
て
詳
述

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

前
号
で
述
べ
た
よ
う
に
、
直
弼
は
「
お
世
継
」
で
は
な
か
っ
た
為
、

十
七
歳
よ
り
三
十
二
歳
ま
で
の
十
五
年
間
を
埋
木
舎
で
質
素
な
生
活

を
さ
れ
る
が
、
向
学
心
は
旺
盛
に
て
「
一
日
二ふ
た

時と
き

―
四
時
間
―
眠
れ
ば

足
る
」
と
文
武
両
道
の
修
行
に
究
極
を
め
ざ
し
て
猛
勉
強
し
て
い
た
。

「
茶
・
歌
・
ポ
ン
」
の
あ
だ
な
の
如
く
、「
茶
の
湯
」
は
特
に
深
淵

を
極
め
一
派
を
成
す
。

直
弼
は
石
州
流
家
元
の
片
桐
宗
猿
に
直
接
師
事
し
て
い
た
真
野
善

次
等
に
茶
道
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
宗
猿
に
も
指
導
を
受
け
た
。
直

弼
の
茶
名
は
「
宗そ
う

観か
ん

」
―
―
石
州
流
の
祖
、
片
桐
宗
関
と
同
音
―
―

又
「
無む

根ね

水み

」
―
―
宗
観
の
音
読
み
―
―
と
も
云
う
。

埋
木
舎
で
座
敷
よ
り
居
間
に
行
く
廊
下
の
角
を
少
々
拡
げ
て
質
素

な
「
お
茶
室
」
と
一
畳
の
水
屋
を
造
ら
れ
る
（
屋
根
は
母
屋
か
ら
の

延
長
の
為
茶
室
の
天
井
の
一
部
が
斜
め
で
あ
る
が
か
え
っ
て
風
流
で

あ
る
。
躙に
じ
り
ぐ
ち口は
無
い
）。
直
弼
は
こ
の
茶
室
を
澍じ
ゅ

露ろ

軒け
ん

と
名
づ
け
た
。

法
華
経
の
「
甘
露
ノ
法
雨
ヲ
澍ソ
ソ
ギテ

、煩
悩
ノ
焔
ヲ
滅
除
ス
」
か
ら
と
っ

た
。
世
間
の
雑
念
を
排
し
茶
の
湯
の
心

髄
に
迫
る
修
行
の
室
と
し
よ
う
と
。

直
弼
は
茶
道
の
奥
義
を
禅
的
な
思
想

も
加
味
し
、「
三
言
四
句
」
の

茶
則
を
書
く
。
清
凉
寺
の
仙

英
禅
師
も
禅
の
精
神
を
茶
道

の
礎
と
し
た
と
直
弼
を
称
賛

し
た
。（
直
弼
は
清
凉
寺
へ
熱
心
に
参
禅
し
仙
英
禅
師
よ
り
袈
裟
血

脈
を
授
与
さ
れ
て
い
る
）

三
言
四
句
と
は
、「
茶
非
レ
茶
」（
茶
ハ
茶
ニ
非
ズ
）「
非
レ
非
レ
茶
」（
茶

ニ
非
ザ
ル
ニ
非
ズ
）「
只
茶
耳
」（
只
茶
ノ
ミ
）「
是
名
レ
茶
」（
是
ヲ

茶
ト
名
ヅ
ク
）
―
―
和
歌
は
省
略
―
―
正
に
禅
問
答
的
で
あ
る
。
わ

た
く
し
の
解
釈
は
世
俗
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
茶
道
は
高
貴
ぶ
っ

た
贅
沢
な
茶
室
や
お
道
具
、
茶
席
の
客
人
の
格
等
を
重
視
す
る
の
で

眞
の
茶
道
と
は
云
え
な
い
。
素
朴
な
自
然
体
の
茶
、
禅
、「
無
」
の

世
界
の
よ
う
な
心
境
で
の
茶
道
こ
そ
が
眞
の
茶
道
で
物4

や
形4

の
茶
道

で
は
無
く
「
心
」
や
「
気
」
そ
し
て
質
素
倹
約
を
守
り
「
侘
」
の
世

界
に
没
入
す
る
こ
と
が
直
弼
茶
道
の
思
想
で
あ
る
。

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
埋
木
舎
の
澍
露
軒
主
人
と
し
て
書
か
れ

た
「
入
門
記
」
に
は
「
茶
道
は
心
を
修
練
す
る
術
で
あ
る
」「
眞
の

茶
道
は
貴
賤
貧
福
の
差
別
な
く
自
然
体
で
常
時
心
静
め
て
喫
茶
す
る

修
行
で
あ
る
」「
快
楽
に
耽
っ
た
り
金
持
ち
の
玩も
て
あ
そ
び
も
の

弄
物
と
な
っ
て
御

道
具
や
茶
室
等
贅
沢
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
は
邪
道
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
。

直
弼
は
若
く
し
て
茶
道
の
基
本
書
「
南
方
録
」
を
学
び
自
ら
も

二
十
歳
台
で
「
栂
尾
み
ち
ふ
み
」
や
「
閑
夜
茶
話
」
の
高
度
の
茶
書

を
著
し
、
茶
道
具
、
香
合
等
も
自
作
し
弟
子
た
ち
に
与
え
て
い
る
。

筆
者
の
曽
祖
父
・
大
久
保
小
膳
も
直
弼
よ
り
茶
名
を
授
か
っ
た

十
七
名
中
、
二
番
目
に
「
宗
保
」
の
名
を
賜
り
、
埋
木
舎
で
の
お
茶

の
お
相
手
役
や
茶
器
の
製
作
も
ご
い
っ
し
ょ
し
て
い
る
。

直
弼
の
「
茶
道
の
政
道
の
助
と
な
る
べ
き
を
あ
げ
つ
ら
へ
る
文
」

の
中
に
は
「
喫
茶
の
道
は
、
上
は
雲
の
上
よ
り
下
賤
の
田
子
に
至
る

ま
で
少
し
も
違
う
事
な
く
相ふ
さ
わ応
し
か
ら
ぬ
事
も
な
く
、
誠
に
同
じ
く

行
は
れ
て
、
又
富
者
・
貧
者
、
是
又
共
に
同
じ
く
楽
ま
る
る
み
ち
な

れ
ば
」
と
藩
主
の
子
と
し
て
当
時
で
は
驚
く
ほ
ど
の
平
等
を
説
き
、

自
ら
も
実
践
し
た
。

直
弼
は
他
に
も
、「
入
門
記
」「
を
り
を
り
草
」「
炉
風
炉
の
分
別
」

等
の
茶
書
も
書
く
が
何
と
い
っ
て
も
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
完

成
し
た
茶
道
指
導
書
「
茶
湯
一
會
集
」
が
有
名
で
あ
り
直
弼
茶
道
の

昇
華
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
大
久
保
小
膳
は
安
政
四
年
に
い
ち
早
く

写
本
を
許
さ
れ
る
）。
茶
本
の
エ
キ
ス
を
少
々
述
べ
れ
ば

『
一
期
一
会
』
―
―
「
茶
湯
の
交
会
は
、
幾
度
お
な
じ
主
客
と

交
会
す
る
と
も
、
今
日
の
会え

に
ふ
た
た
び
か
へ
ら
ざ
る
こ
と
を
思

へ
ば
、
実
に
我
一
世
一
度
の
会
也
」「
主
人
は
万
事
に
心
を
配
り
、

聊い
さ
さ
かも

麁そ

末ま
つ

な
き
よ
う
深
切
実
意
を
尽
し
…
…
」

『
余
情
残
心
』
―
―
茶
会
が
終
り
主
客
退
出
の
挨
拶
も
終
り
、

帰
ら
れ
る
時
は
門
前
に
立
ち
客
が
見
え
な
く
な
る
迄
見
送
り
、
心

残
り
を
感
じ
、
茶
室
に
戻
っ
て
も
す
ぐ
に
取
片
付
け
な
ど
す
る
こ

と
は
不
興
千
万
、
今
一
度
、
炉
前
に
独
座
し
て
、
今
日
の
「
一
期

一
会
」
済
て
再
び
戻
ら
な
い
楽
し
い
思
い
出
と
し
て
、
客
の
こ
と

を
思
い
な
が
ら
一
人
で
静
か
に
一
服
茶
を
い
た
だ
く
（
独
服
）
昇

華
さ
れ
た
茶
人
の
心
の
深
さ
…
…
寂
寞
と
し
た
静
け
さ
の
中
で
茶

釜
の
湯
の
音
だ
け
し
か
し
な
い
…
…
茶
席
主
人
の
客
を
思
う
深
い

心
と
戻
ら
な
い
人
生
に
お
け
る
今
日
の
茶
会
の
思
い
出
…
…

直
弼
は
こ
の
茶
人
の
崇
高
な
心
境
を
『
余
情
残
心
』『
独
座
観
念
』

と
謂
う
。
正
に
「
和
敬
清
寂
」「
侘
び
」
の
一
服
で
あ
り
本
日
の
茶

会
は
一
生
一
度
の
客
と
の
楽
し
い
貴
重
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で

あ
っ
た
事
へ
の
高
度
な
「
心
」
の
茶
道
で
あ
っ
た
。

○ 

と
も
角
に
心
の
塵
を
ま
づ
掃
き
て
の
む
べ
か
り
け
り
宇
治
の
つ
み

草
○ 

散
り
か
か
る
池
の
木
の
葉
を
す
く
ひ
捨
て
底
の
こ
こ
ろ
も
い
さ
き

よ
き
か
な（

直
弼
の
深
遠
な
昇
華
さ
れ
た
茶
の
湯
に
つ
い
て
の
和
歌
）

直
弼
公
と
「
茶
の
湯
」
―
―
埋
木
舎
・
澍
露
軒
―
―

埋
木
舎
当
主
・
駒
澤
大
学
名
誉
教
授
　
大
久
保
　
治
男

大久保　治男氏

過
般
、
彦
根
市
議
会
は
全
員
一
致
で
彦
根
市
を
「
茶
の
湯
の
街
」
と
し
て
条

例
化
す
る
こ
と
と
し
た
―
―
細
部
は
未
定
―
―
千
利
休
の
待
庵
等
を
中
心
と
す

る
「
堺
市
」
と
松
平
不
昧
の
明
々
庵
等
を
中
心
と
す
る
「
松
江
市
」
と
そ
れ
に

加
え
井
伊
直
弼
の
埋
木
舎
「
澍
露
軒
」
を
中
核
に
「
彦
根
市
」
が
日
本
の
三
大

「
茶
の
湯
」「
茶
道
」
で
有
名
な
都
市
と
な
れ
ば
、
滋
賀
県
に
と
っ
て
も
嬉
し
い

こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
県
や
市
が
ユ
ネ
ス
コ
に
目
下
運
動
し
て
い
る
「
世
界
遺

産
」に
彦
根
城
跡（
埋
木
舎
も
含
ま
れ
る
）が
な
れ
ば
直
弼
茶
道
・
埋
木
舎
も
万
々

歳
で
あ
る
。（
県
人
会
の
皆
様
の
力
強
い
御
応
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
）

（追而）―ニュース―

直弼がつくった茶道具、
つくらせた茶道具

澍露軒



畑の棚田風景

雨垂れ石を穿つ

高
島
市
の
南
の
玄
関
口
、
湖
中
に
朱
塗
の
鳥
居
が
建
つ
白
髭
神
社
の

ほ
ど
近
く
、
北
國
街
道
沿
い
に
建
つ
酒
蔵
で
、
銘
酒
〝
萩
乃
露
〟
を
醸

造
し
て
お
り
ま
す
福
井
弥
平
商
店
の
蔵
元
福
井
毅
で
す
。
手
前
ど
も
の

蔵
は
お
か
げ
さ
ま
で
今
年
創
業
二
百
七
十
年
を
迎
え
ま
し
た
。
お
客
様

へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
る
べ
く
社
員
全
員
で
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合

い
、
六
月
初
旬
か
ら
「
あ
り
が
と
う
の
気
持
ち
を
形
に
し
て
伝
え
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
始
動
し
て
お
り
ま
す
。
ご
興
味
の
あ
る
方
は
、
弊
社

Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

今
回
は
、
地
域
の
皆
さ
ま
と
支
え
あ
い
な
が
ら
地
元
の
景
観
と
産
業

を
守
る
弊
社
の
取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

琵
琶
湖
が
県
面
積
の
六
分
の
一
を
占
め
る
滋
賀
で
す
が
、
実
は
森
林

面
積
は
約
五
〇
％
。
県
内
に
は
山
を
切
り
開
い
て
作
ら
れ
た
棚
田
が
多

数
点
在
し
て
い
ま
す
。
蔵
の
あ
る
旧
高
島
町
畑
地
区
の
棚
田
は
、
県
内

で
唯
一
「
日
本
の
棚
田
一
〇
〇
選
」
に
選
ば
れ
た
美
し
い
場
所
な
の
で

す
が
、作
業
効
率
の
悪
さ
や
獣
害
な
ど
が
原
因
で
近
年
休
耕
田
が
増
加
。

農
村
の
原
風
景
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
蔵
で
は
二
十
年
前
か
ら
、畑
の
棚
田
で
収
穫
さ
れ
た
飯
米「
コ

シ
ヒ
カ
リ
」
を
使
い
「
純
米
吟
醸　

里
山
」
と
い
う
酒
を
醸
造
す
る
こ

と
で
、
景
観
を
守
る
お
手
伝
い
を
続
け
て
い
ま
す
。
私
が
棚
田
保
全
の

取
り
組
み
を
知
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
地
元
ホ
テ
ル
の
飲
食
ス
タ
ッ
フ

ら
も
、
田
植
え
や
稲
刈
り
は
も
ち
ろ
ん
酒
造
り
に
も
関
わ
っ
て
く
だ
さ

る
な
ど
、
棚
田
を
通
じ
て
多
く
の
人
と
の
ご
縁
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
活
動
に
賛
同
し
毎
年
お
米
や
お
酒
を
購
入
し
て
く
だ
さ
る
方

が
主
に
東
京
や
大
阪
な
ど
大
都
市
の
皆
様
だ
と
い
う
の
も
興
味
深
く
、

株式会社福井弥平商店
〒520-112　滋賀県高島市勝野1387-1
Tel：0740-36-1011　FAX：0740-36-1633
https://www.haginotsuyu.co.jp/

「
ふ
る
さ
と
の
景
観
を
守
る

コ
ツ
コ
ツ
造
る
旨
い
酒
」

滋
賀
の
酒
蔵
だ
よ
り 

❷

「
地
元
で
は
当
た
り
前
の
風
景
」
の
大
切
さ
を
理
解
し
、
応
援
い
た
だ

け
て
い
る
こ
と
に
た
い
へ
ん
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

一
方
、
こ
こ
数
年
で
蔵
を
代
表
す
る
銘
柄
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
が

「
十
水
仕
込　

雨
垂
れ
石
を
穿
つ
」
で
す
。

平
成
二
十
五
年
秋
、
地
元
で
初
め
て
契
約
栽
培
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
っ
た
酒
米
「
吟
吹
雪
」
の
収
穫
直
前
に
襲
来
し
た
台
風
一
八

号
に
よ
り
市
内
の
河
川
が
氾
濫
し
堤
防
が
決
壊
。
多
く
の
住
宅
や
田

畑
に
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
吟
吹
雪
の
田
ん
ぼ
も
浸
水
地

域
に
あ
り
ま
し
た
が
、
契
約
農
家
さ
ん
の
迅
速
な
対
応
で
難
を
逃
れ
、

無
事
収
穫
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
奇
跡
の
よ
う
な
出
来
事
で
し
た
。

大
切
に
し
た
い
酒
米
は
江
戸
時
代
の
手
法
を
使
っ
て
醸
造
し
、
翌

年
秋
「
！
（
印
刷
用
語
で
雨
だ
れ
）」
を
連
打
し
た
様
な
デ
ザ
イ
ン
の

ラ
ベ
ル
で
「
雨
垂
れ
石
を
穿
つ
」
と
命
名
し
て
販
売
、
そ
の
濃
密
な

が
ら
爽
や
か
な
味
わ
い
の
酒
は
多
く
の
お
客
様
に
「
！
（
驚
き
と
感

動
）」
の
感
想
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

「
雨
垂
れ
石
を
穿
つ
」
の
言
葉
通
り
、
今
後
も
精
進
し
な
が
ら
先
人

か
ら
受
け
継
い
だ
地
域
の
環
境
や
景
観
、
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切

に
こ
つ
こ
つ
と
「
旨
い
酒
」
を
造
り
続
け
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

関
東
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
素
朴
で
懐
か
し
い
趣
の
あ
る

ラ
ベ
ル
の
「
里
山
」
や
「
！
」
マ
ー
ク
が
印
象
的
な
「
雨
垂
れ
～
」

の
酒
瓶
を
お
見
か
け
に
な
ら
れ
ま
し
た
ら
、
ふ
る
さ
と
の
景
観
を
守

る
一
助
を
担
っ
て
い
た
だ
き
た
く
、
ぜ
ひ
手
に
取
り
味
わ
っ
て
い
た

だ
き
た
く
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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7
月
23
日
（
金
）
に
開
幕
し
た
東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
は
8
月
8
日
（
日
）
に
無
事
終
了
し
ま
し
た
。
滋

賀
県
ゆ
か
り
の
選
手
16
名
「
ア
ー
テ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
イ

ミ
ン
グ
の
乾
友
紀
子
選
手
（
近
江
八
幡
市
出
身
）、
競
泳

の
大
橋
悠
依
選
手
（
彦
根
市
出
身
）、
陸
上
の
桐
生
祥
秀

選
手
（
彦
根
市
出
身
）、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
の
田
代
佳
奈
美

選
手
（
栗
東
市
出
身
）、
石
川
真
佑
選
手
、
黒
後
愛
選
手

（
以
上
大
津
市
の
東
レ
ア
ロ
ー
ズ
所
属
）、
ホ
ッ
ケ
ー
の
田

中
健
太
選
手
、
松
本
夏
波
選
手
、
森
花
音
選
手
、
山
田
翔

太
選
手
、
吉
川
貴
史
選
手
（
以
上
米
原
市
出
身
）、
バ
ド

ミ
ン
ト
ン
の
常
山
幹
太
選
手
（
草
津
市
出
身
）、
射
撃
の

中
口
遥
選
手
（
滋
賀
ダ
イ
ハ
ツ
販
売
所
属
）、
山
田
聡
子

選
手
（
甲
賀
市
出
身
）、サ
ッ
カ
ー
の
中
島
依
美
選
手
（
野

洲
市
出
身
）、
水
球
の
吉
田
拓
馬
選
手
（
長
浜
市
出
身
）」

が
出
場
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
競
技
で
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。

と
り
わ
け
大
橋
選
手
は
、
競
泳
女
子
で
４
０
０
メ
ー
ト

ル
と
２
０
０
メ
ー
ト
ル
の
個
人
メ
ド
レ
ー
に
出
場
し
、
い

ず
れ
も
金
メ
ダ
ル
を
獲
得
さ
れ
ま
し
た
。
滋
賀
県
出
身
の

選
手
と
し
て
は
、
個
人
種
目
で
初
の
金
メ
ダ
ル
獲
得
で
あ

り
、
加
え
て
日
本
の
女
子
選
手
と
し
て
初
の
2
冠
達
成
で

し
た
。

8
月
24
日
に
は
東
京
２
０
２
０
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開

幕
し
ま
し
た
。
こ
ち
ら
も
、
滋
賀
県
ゆ
か
り
の
選
手
12
名

「
水
泳
の
井
上
舞
美
選
手
（
守
山
市
出
身
）、
木
村
敬
一
選

手
（
栗
東
市
出
身
）、
福
井
香
澄
選
手
（
野
洲
市
出
身
）、

南
井
瑛
翔
選
手
（
守
山
市
出
身
）、
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
の

宇
田
秀
生
選
手
（
甲
賀
市
出
身
）、
車
い
す
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
の
北
田
千
尋
選
手
（
湖
南
市
在
住
）、
清
水
千
浪

選
手（
長
浜
市
出
身
）、土
田
真
由
美
選
手（
滋
賀
県
出
身
）、

シ
ッ
テ
ィ
ン
グ
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
の
田
中
浩
二
選
手
、
田
中

ゆ
か
り
選
手
（
以
上
長
浜
市
在
住
）、
マ
ラ
ソ
ン
の
藤
井

由
美
子
選
手（
甲
賀
市
出
身
）、馬
術
の
宮
路
満
英
選
手（
滋

賀
県
在
住
）」
が
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。

皆
さ
ん
の
印
象
に
強
く
残
っ
て
い
る
の
は
、
水
泳
で
金

メ
ダ
ル
と
銀
メ
ダ
ル
を
獲
得
さ
れ
た
、
木
村
選
手
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
木
村
選
手
は
、
２
０
０
８
年
に
初
出
場

し
た
北
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
以
降
、
銀
メ
ダ
ル
と
銅
メ
ダ

ル
を
そ
れ
ぞ
れ
３
個
獲
得
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
金
メ

ダ
ル
に
は
手
が
届
か
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
単
身
で
渡
米
し

て
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
励
み
、
今
大
会
で
は
金
メ
ダ
ル
獲
得

に
向
け
て
出
場
種
目
を
厳
選
さ
れ
た
結
果
、
見
事
男
子

１
０
０
メ
ー
ト
ル
バ
タ
フ
ラ
イ
Ｓ
11
で
金
メ
ダ
ル
に
輝
き

ま
し
た
。

さ
ら
に
、
宇
田
選
手
が
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
男
子
Ｐ
Ｔ
Ｓ

４
に
初
出
場
し
、
銀
メ
ダ
ル
を
獲
得
さ
れ
ま
し
た
。
ト
ラ

イ
ア
ス
ロ
ン
競
技
で
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
を
通
じ
て
日
本
人
初
の
メ
ダ
リ
ス
ト
と
な
り
、
歴
史
に

残
る
快
挙
で
す
。

大
橋
選
手
と
木
村
選
手
の
偉
業
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
県

民
に
希
望
と
活
力
、
感
動
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の

で
、
滋
賀
県
で
は
、
滋
賀
県
民
栄
誉
賞
を
創
設
し
、
両
選

手
に
お
贈
り
し
ま
す
。
授
賞
を
機
に
、
あ
ら
た
め
て
両
選

手
の
御
活
躍
を
お
祝
い
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

滋
賀
県
で
は
、
２
０
２
５
年
に
わ
た
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｇ
Ａ
輝
く

国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
（
第
79
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
第
24

回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
）
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
か
ら
も
、
湖
国
の
皆
様
と
と
も
に
、
ス
ポ
ー
ツ
で
滋
賀

を
元
気
に
し
、滋
賀
の
未
来
を
創
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

ス
ポ
ー
ツ
を
「
す
る
」「
み
る
」「
支
え
る
」
機
運
を
醸
成

し
て
ま
い
り
ま
す
。

滋
賀
県
ス
ポ
ー
ツ
課
交
流
推
進
室

大橋悠依選手

宇田秀生選手

木村敬一選手
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令
和
４
年
（
２
０
２
２
年
）
５
月
13
日
（
金
）

か
ら
29
日
（
日
）
に
か
け
て
、
滋
賀
県
を
含
む

関
西
広
域
に
て
、「
ワ
ー
ル
ド
マ
ス
タ
ー
ズ
ゲ
ー

ム
ズ
２
０
２
１
関
西
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

ワ
ー
ル
ド
マ
ス
タ
ー
ズ
ゲ
ー
ム
ズ
と
は
、

１
９
８
５
年
の
カ
ナ
ダ
・
ト
ロ
ン
ト
大
会
を
皮

切
り
に
４
年
に
一
度
世
界
各
地
で
開
催
さ
れ
、

こ
れ
ま
で
延
べ
17
万
人
の
ス
ポ
ー
ツ
愛
好
家
が

参
加
し
て
い
る
世
界
最
大
級
の
生
涯
ス
ポ
ー
ツ

の
総
合
競
技
大
会
で
す
。
２
０
２
２
年
の
第
10

回
大
会
は
、
ア
ジ
ア
で
初
め
て
日
本
の
関
西
で

開
催
さ
れ
ま
す
。

大
会
全
体
35
競
技
59
種
目
の
う
ち
、
滋
賀
県

で
は
、
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ト
（
大
津
市
）、
ボ
ー

ト
（
大
津
市
）、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
（
草
津
市
、

守
山
市
、
東
近
江
市
）、
ホ
ッ
ケ
ー
（
米
原
市
）、

軟
式
野
球
（
東
近
江
市
、
守
山
市
）、
10
㎞
ロ
ー

ド
レ
ー
ス
（
彦
根
市
）
の
６
競
技
が
開
催
さ
れ

ま
す
。

ワ
ー
ル
ド
マ
ス
タ
ー
ズ
ゲ
ー
ム
ズ
は
、
概
ね

30
歳
以
上
で
あ
れ
ば
ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た

だ
け
ま
す
。
年
代
別
、
競
技
レ
ベ
ル
別
な
ど
多

様
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
定
し
て
お
り
、
カ
テ
ゴ

リ
ー
ご
と
に
メ
ダ
ル
が
授
与
さ
れ
る
た
め
、
多

く
の
方
に
メ
ダ
ル
獲
得
の
チ
ャ
ン
ス
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
世
界
各
地
か
ら
様
々
な
国
の
方
が

参
加
さ
れ
る
た
め
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
海
外

の
方
と
交
流
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、

こ
の
大
会
の
特
徴
で
す
。

来
年
２
月
末
ま
で
エ
ン
ト
リ
ー
を
受
付
け
て

い
ま
す
。
湖
国
で
開
催
さ
れ
る
国
際
大
会
に
、

ぜ
ひ
御
参
加
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
大
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
12
月
末
ま
で
大
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

募
集
も
行
っ
て
い
ま
す
。
滋
賀
県
で
の
大
会
運

営
を
共
に
支
え
、
盛
り
上
げ
て
い
た
だ
け
る
方

を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。
皆
様
の
御
支
援
、

御
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

大会マスコットキャラクター・スフラ

担当課：
滋賀県文化スポーツ部スポーツ課
ワールドマスターズゲームズ2021
関西・滋賀実行委員会
連絡先：０７７－５２８－３３６９

FacebookTwitter

「
ワ
ー
ル
ド
マ
ス
タ
ー
ズ
ゲ
ー
ム
ズ
２
０
２
１
関
西
」

令
和
4
年
5
月
開
催
！
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● Information/Access
営業時間：
　１F マーケット・地酒バー・総合案内　11:00 ～ 20:00
　２F レストラン 平　日／11:30 ～ 21:00
  土日祝／11:30 ～ 20:00

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業時間を
　変更しています。
　最新の状況はWEBサイトをご確認ください。

　　　　　WEB：https://cocoshiga.jp

〒103-0027　東京都中央区日本橋2-7-1
◦東京メトロ・都営地下鉄日本橋駅　
　B6・B8出口からすぐ
◦JR東京駅八重洲北口から徒歩6分

TEL：
　１F マーケット・地酒バー・総合案内　
　 03-6281-9871
　２F レストラン　
　 03-6281-9872

※最新の営業時間については、「ここ滋賀」WEBサイトをご確認ください。

食欲の秋到来！滋賀の食を楽しめる商品をご紹介！
●もち麦キラリモチ
　500円（税込）　
炊飯後に褐変しにくく、腸内環境を整
えるスーパーフードのもち麦。その中
でも希少品種の「キラリモチ」がお求
めやすいサイズになって登場です。

●近江牛肉みそ
　790円（税込）
ごはんに乗せるのはもちろん、焼きお
にぎりやお茶漬け、炒め料理の味付け
にと万能な、近江牛のうま味たっぷり
の肉みそ。

●大鮎の炊き込みご飯の素
　885円（税込）
琵琶湖産の大鮎を丸ごと一匹使
用。研いだお米と一緒にお釜で
炊けば、鮎の出汁と脂が効いた
炊き込みご飯の出来上がり。

●信楽焼Hangoutご飯鍋（1合用）
　5,500円（税込）
ご飯が美味しく炊けるご飯鍋。
重みのある蓋は、熱を逃さずふっ
くらとお米を炊き上げます。直
火で炊いたお米の美味しさをお
楽しみください。

■近江彩り御膳　　
　3,000円（税込）
短時間での滞在でもお手軽にお楽しみいただけ
るショートコース。
近江の野菜、湖魚、近江牛等、滋賀の食材をふ
んだんに使用しました。

レストラン

マ ー ケ ッ ト

■自主開発商品
ふなっしーに　500円（税込）
鮒ずしを使い、イタリアのパンの一種・グリッ
シーニを模して「ここ滋賀」が自主開発！
スナック感覚で手軽にポリポリ食べられ、乳
酸発酵の力で腸活を手助
けしてくれるだけでなく、
カルシウムも豊富な一品。
プレーン・チーズ・黒ゴ
マの３種をご用意。

買って、食べて、県内 事業者
を全力応援！滋賀のモノを
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お知らせ
■滋賀の食材 首都圏メニューフェア開催中！
東京都内の飲食店等で、滋賀の食材を使った特別メニューフェアを開催中！
このメニューフェアは、首都圏での消費の拡大や認知度の向上とコロナ禍
の影響を受ける滋賀食材の県外流通を支援するために実施されています。
ここ滋賀2Fレストラン「日本橋 滋乃味」をはじめ、都内21店舗の飲食店・
パティスリーがフェアに参加。滋賀ならではの旬の食材が首都圏のこだわ
りの飲食店等で、期間限定 “特別メニュー ”として提供されます。是非この
機会に足を運んでみてください！

【開催期間】　～令和３年10月31日（日）
【使用食材】
　都内レストランのシェフが産地に足を運びセレクトした滋賀県食材
　約20品目

【参加店舗】
　飲食店やパティスリー等 東京都内の21店舗
　参加店・メニュー詳細 → （「滋賀のおいしいコレクション」HP）

■びわ湖の美味「旬のビワマスを味わう会」を開催しました！
7月18日に、ここ滋賀と滋賀県青年会館の２会場をリモートで繋ぎ、湖魚の
魅力を発信するイベントを開催しました！ゲストに水産庁広報班溝部氏と、
淡水魚大好き・ラオス料理愛好家の小松氏をお迎えし、両会場の参加者の
皆様にはゲストの楽しいトークを聞きながら、瞬間冷凍技術を駆使した旬
のビワマスの刺身とコアユの天ぷらを楽しんでいただきました。
東京滋賀県人会とここ滋賀の連携、琵琶湖の水産業を本気で何とかする会
の皆様のお力添えで実現したこの企画。これからも皆様と連携しながら「こ
こ滋賀」で湖魚の魅力をどんどん発信していきます！
主催：滋賀県ここ滋賀／東京滋賀県人会／琵琶湖の水産業を本気で何とかする会 3者共催
※イベントの様子はQRコードからご覧ください

シェフ産地訪問（7月）の様子

杉谷とうがらしと近江鶏のパスタ＠KNOCK

買って、食べて、県内 事業者
を全力応援！滋賀のモノを

ここ滋賀と東京滋賀県人会は、
コロナ禍においても
滋賀県民の為、ごん攻めで
活動いたします！
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用
の
灌
漑
用
水
を
得
る
と
云
う
、
多
目
的
導
水
路
を
作
る

疎
水
計
画
で
し
た
。
こ
の
琵
琶
湖
疎
水
計
画
は
、
地
元
の

計
画
と
し
て
進
め
ら
れ
、
巨
額
の
費
用
も
大
半
が
、
受
益

者
負
担
金
・
東
京
奠
都
に
際
し
て
の
恩
賜
金
等
、
京
都
で

負
担
さ
れ
ま
し
た
。
多
く
の
困
難
を
乗
り
越
え
、
日
本
で

初
め
て
、
日
本
人
の
み
の
手
に
よ
っ
て
、
こ
の
大
土
木
工

事
を
成
し
遂
げ
ま
し
た
。
豊
富
な
水
は
、
水
力
発
電
・
舟

運
・
防
火
用
水
・
庭
園
群
・
水
道
等
に
利
用
さ
れ
、
経
済

や
産
業
や
文
化
を
発
展
さ
せ
ま
し
た
。疎
水
が
京
都
の「
命

の
水
」
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
実
感
で
き
ま
す
。
１
８
９
１

（
明
治
24
）年
、蹴
上
の
発
電
所
で
発
電
と
送
電
が
始
ま
り
、

ま
た
１
８
９
４
（
明
治
27
）
年
、
鴨
川
と
夷
川
通
り
が
交

差
す
る
地
点
に
閘こ
う

門も
ん

を
造
っ
て
水
位
を
調
整
し
、
鴨
川
の

東
の
岸
を
流
れ
、
伏
見
の
景
勝
町
で
高
瀬
川
と
合
流
し
て

宇
治
川
に
入
り
ま
す
。
鴨
川
運
河
は
、
大
津
か
ら
伏
見
に

至
る
琵
琶
湖
疎
水
の
本
線
20
㎞
余
り
が
、
起
工
式
か
ら
、

あ
し
か
け
10
年
を
経
て
開
通
し
ま
し
た
。
京
都
を
再
生
と

飛
躍
に
導
き
、
現
在
の
ま
ち
の
姿
を
形
づ
く
っ
た
琵
琶
湖

疎
水
は
、
今
も
京
都
と
大
津
を
繋
ぎ
、
ま
ち
と
く
ら
し
を

潤
い
続
け
て
い
ま
す
。
遊
覧
船
に
乗
り
、
疎
水
沿
い
を
歩

い
て
、
京
都
に
「
命
の
水
」
を
運
び
続
け
る
琵
琶
湖
疎
水

に
触
れ
ら
れ
る
の
は
、
明
治
の
偉
業
か
ら
生
ま
れ
た
京
都

と
大
津
の
知
ら
れ
ざ
る
魅
力
で
す
。
明
治
時
代
の
こ
の
壮

大
な
事
業
が
、時
を
超
え
て
今
に
息
づ
い
て
い
る
こ
と
を
、

カメラで巡る琵琶湖・水の旅

森岡　進一（近江八幡市出身）

日本遺産
「京都と大津を繋ぐ希望の水 琵琶湖疎水」と、

琵琶湖に入る水出て行く水の旅

日
本
遺
産
・
琵
琶
湖
疎
水
の
ス
ト
ー
リ
ー

賀
茂
川
・
高
野
川
や
保
津
川
と
云
っ
た
水
量
の
少
な
い

河
川
だ
け
し
か
持
た
な
い
盆
地
の
中
に
出
来
た
京
都
市
内

は
、
今
も
そ
の
上
水
の
殆
ど
を
東
山
の
向
こ
う
側
か
ら
、

疎
水
を
通
っ
て
流
れ
て
く
る
琵
琶
湖
の
水
に
頼
っ
て
い
ま

す
。
京
都
の
最
重
要
な
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
で
あ
る
疎
水
は
、

第
三
代
京
都
府
知
事
の
北
垣
国
道
の
下
、工
部
大
学
校（
現

在
の
東
京
大
学
工
学
部
）
卒
業
間
も
な
い
田
邊
朔
郎
を
迎

え
、
欧
米
の
測
量
術
を
学
ん
だ
島
田
道
生
が
測
量
図
を
作

成
し
、
１
８
８
５
（
明
治
18
）
年
に
当
時
の
一
大
土
木
工

事
と
し
て
着
工
さ
れ
、
１
８
９
０
（
明
治
23
）
年
に
完
成

し
ま
す
。
京
都
は
明
治
維
新
の
東
京
奠て
ん

都と

以
来
、
そ
の
人

口
は
激
減
し
沈
滞
の
極
み
に
あ
り
、
こ
れ
か
ら
脱
却
し
、

再
び
都
市
と
し
て
の
活
気
を
取
り
戻
す
に
は
産
業
を
振
興

す
る
し
か
途
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
産
業
を

振
興
す
る
に
は
盆
地
京
都
の
交
通
輸
送
の
便
は
悪
く
水
資

源
は
乏
し
過
ぎ
ま
し
た
。
そ
こ
で
構
想
さ
れ
た
の
が
、
琵

琶
湖
か
ら
水
を
引
い
て
運
河
を
開
く
こ
と
で
し
た
。
直
線

距
離
に
し
て
10
㎞
も
離
れ
て
い
な
い
所
に
あ
る
我
が
国
最

大
の
琵
琶
湖
の
水
を
、
途
中
の
山
に
ト
ン
ネ
ル
を
掘
っ
て

京
都
へ
導
き
、
そ
の
水
路
を
舟
運
に
利
用
し
て
山
越
え
の

貨
物
輸
送
を
容
易
に
し
、
落
差
を
利
用
し
て
水
車
を
回
し

て
産
業
用
の
動
力
を
確
保
し
、
同
時
に
飲
料
水
及
び
農
耕

疎水マップ

　

か
つ
て
京
都
と
大
阪
を
結
ぶ
京
阪
電
車
は
、
七
条
辺
り
か
ら
三
条
大
橋
迄
、

鴨
川
の
東
堤
を
の
ん
び
り
と
走
っ
て
い
ま
し
た
。
春
に
は
桜
並
木
を
秋
が
深

ま
る
と
紅
葉
の
合
間
を
縫
う
よ
う
に
走
る
電
車
は
、
通
学
通
勤
の
足
で
も
あ

り
な
が
ら
観
光
客
の
人
気
を
も
集
め
て
い
ま
し
た
。
１
９
８
９
（
平
成
元
）
年
、

三
条
か
ら
出
町
柳
迄
を
結
ぶ
鴨お

う

東と
う

線
の
開
業
に
合
わ
せ
、
七
条
か
ら
地
下
に

潜
っ
て
走
る
よ
う
に
な
り
、
鴨
川
に
そ
の
車
両
を
映
す
京
阪
電
車
は
姿
を
消

し
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
区
間
の
疎
水
運
河
も
暗
渠
化
さ
れ
、
今
で
は
京
阪

電
車
と
疎
水
の
あ
っ
た
空
間
が
広
い
川
端
通
り
に
な
り
、
鴨
川
堤
を
緑
色
の

電
車
が
走
っ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
鴨
川
沿
い
の
疎
水
運
河

は
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
東
山
山
麓
の
岡
崎
か
ら
京
都
市
京
セ
ラ
美
術

館
や
国
立
近
代
美
術
館
、
そ
し
て
平
安
神
宮
の
脇
を
通
り
、
川
端
通
り
に
達
す

る
迄
の
間
で
は
、
疎
水
運
河
は
琵
琶
湖
の
水
を
豊
か
に
京
都
へ
流
し
て
い
る
姿

を
今
も
見
せ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
疎
水
運
河
・
琵
琶
湖
疎
水
は
、
２
０
１
８
（
平
成
30
）
年
６
月
日
本

遺
産
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
カ
メ
ラ
で
巡
る
旅
は
、
琵
琶
湖
か
ら

流
れ
出
る
水
に
乗
っ
て
滋
賀
を
飛
び
出
し
、
琵
琶
湖
疎
水
と
瀬
田
川
か
ら
大

阪
湾
へ
の
二
つ
の
流
れ
を
辿
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
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感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、「
京
都
市
三
大
事
業
」
の
一

環
と
し
て
進
め
ら
れ
た
第
二
疎
水
の

建
設
は
、
１
９
１
２
（
明
治
45
）
年

に
完
成
し
、
豊
富
と
な
っ
た
水
資
源

を
利
用
し
て
、
蹴
上
浄
水
場
か
ら
日

本
初
の
「
急
速
ろ
過
」
方
式
に
よ
る

水
道
水
の
供
給
が
始
ま
り
ま
し
た
。

ス
ト
ー
リ
ー
を
構
成
す
る
40
の
文
化
財

大
津
市
側
の
文
化
財

・
琵
琶
湖
築
地
：
新
三
保
ケ
崎
橋
の
琵
琶
湖
側
は
、
か
つ
て
遠

浅
の
砂
浜
で
し
た
。
堆
積
し
た
土
砂
が
運
河
を
塞
い
で
し
ま

う
心
配
を
避
け
埠
頭
が
築
か
れ
ま
し
た
。
北
西
側
を
第
一
築つ
き

地じ

、
南
東
側
を
第
二
築
地
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

・
第
二
疎
水
取
水
口
と
洞
門
：
１
９
１
２
（
明
治
45
）
年
に
完

成
し
、
全
線
が
地
下
経
由
と
な
り
ま
す
。
新
三
保
ケ
崎
橋
か

ら
続
く
尾
花
川
橋
か
ら
全
景
が
見
渡
せ
ま
す
。

・
第
一
疎
水
取
水
口
：
新
三
保
ケ
崎
橋
の
下
流
側
に
あ
り
ま
す
。

こ
こ
か
ら
長
等
山
の
第
一
ト
ン
ネ
ル
洞
門
に
至
る
５
４
５
ｍ

の
水
路
を
「
大
津
運
河
」
と
呼
称
し
ま
す
。

・
大
津
閘
門
：
琵
琶
湖
と
疎
水
を
舟
が
行
き
来
す
る
時
、
２
つ

あ
る
門
を
順
次
開
閉
し
て
水
位
差
を
調
整
し
、
舟
を
通
す
役

割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
閘
室
な
ど
重
要
な
部
分
に
石
材
が

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
他
は
レ
ン
ガ
で
築
か
れ
使
用
し
た
レ

ン
ガ
は
約
60
万
個
に
達
し
ま
す
。
閘
門
の
隣
に
は
ゴ
ミ
等
を

取
り
除
く
装
置
が
あ
り
ま
す
。

・
第
一
ト
ン
ネ
ル
洞
門
：
三
井
寺
の
裏
手
の
山
、
長
等
山
の
下

に
掘
ら
れ
た
日
本
で
初
め
て
竪
坑
方
式
で
造
ら
れ
た
当
時
日

本
最
長
２
４
３
６
ｍ
の
ト
ン
ネ
ル
で
す
。「
び
わ
湖
疎
水
船
」

（
平
成
30
年
春
か
ら
復
活
し
た
通
船
で
春
夏
運
行
さ
れ
る
蹴

上
迄
の
小
さ
な
船
旅
で
す
）
の
乗
下
船
場
は
近
く
に
あ
り
ま

す
。
こ
の
第
一
ト
ン
ネ
ル
の
上
を
小
関
越
え
道
が
通
っ
て
い

ま
す
。
小
関
越
え
は
北
国
海
道
（
西
近
江
路
）
か
ら
別
れ
て

大
津
市
藤
尾
で
旧
東
海
道
に
合
流
す
る
約
５
㎞
の
間
道
で
し

た
。
こ
の
道
は
疎
水
第
一
ト
ン
ネ
ル
の
水
路
に
ほ
ぼ
沿
っ
て

お
り
、
竪
坑
や
測
量
標
石
等
疎
水
建
設
に
纏
わ
る
史
跡
が
存

在
し
て
い
ま
す
。
ト
ン
ネ
ル
の
洞
門
は
欧
米
の
意
匠
を
参
考

に
し
た
花
崗
岩
製
の
門
柱
で
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。『
様
々
に

変
化
す
る
風
光
は
素
晴
ら
し
い
』
と
の
意
味
の
扁へ
ん

額が
く

『
気き
し
ょ
う象

萬ば
ん
せ
ん千
』
揮
毫
・
伊
藤
博
文
が
つ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
洞
門

の
開
閉
門
は
、
１
８
９
６
（
明
治
29
）
年
の
大
水
害
時
に
設

置
さ
れ
た
も
の
が
記
念
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。（
国
史
跡
）　

大津運河鴨東運河

南禅寺水路閣

び
わ
湖
疎
水
船

・
扁
額
：
第
一
疎
水
の
ト
ン
ネ
ル
等
に
設
置
さ
れ
て
い
る
明
治

の
元
勲
を
は
じ
め
と
す
る
先
人
達
の
揮き

毫ご
う

で
石
に
文
字
を
彫

り
込
ん
だ
額
で
す
。
大
津
側
は
文
字
を
掘
り
下
げ
た
陰
刻
、

京
都
側
は
文
字
が
浮
き
出
る
陽
刻
に
さ
れ
、
デ
ザ
イ
ン
に
も

趣
向
が
凝
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ト
ン
ネ
ル
出
入

り
口
や
内
壁
に
は
13
の
扁
額
が
あ
り
ま
す
。
訪
れ
た
時
は
是

非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

・
第
一
竪
坑
：
第
一
疎
水
に
あ
る
竪
坑
で
深
さ
約
47
ｍ
で
す
。

第
一
ト
ン
ネ
ル
工
事
の
際
、山
の
両
側
か
ら
掘
り
進
む
ほ
か
、

山
の
上
か
ら
垂
直
に
掘
っ
た
穴
か
ら
も
両
側
に
掘
り
進
め
て

工
期
を
早
め
る
「
竪
坑
方
式
」
を
日
本
で
初
め
て
採
用
さ
れ

ま
し
た
。（
国
史
跡
）「
び
わ
湖
疎
水
船
」
乗
船
中
、
こ
の
第

一
竪
坑
の
下
を
通
過
す
る
際
に
、
竪
坑
内
部
を
見
る
こ
と
が

出
来
、
湧
き
出
た
多
く
の
地
下
水
が
船
の
屋
根
に
落
ち
る
様

子
が
体
感
で
き
ま
す
。

・
第
二
竪
坑
：
第
一
ト
ン
ネ
ル
工
事
の
空
気
導
入
の
為
の
竪
坑

頂
上
部
で
す
。（
国
史
跡
）

琵琶湖築地

第一疎水取水口

第一トンネル洞門

洞門の開閉門と扁額

第二竪坑

第二疎水取水口

大津閘門

第一竪坑

第一トンネル西口洞門
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・
第
一
ト
ン
ネ
ル
西
口
洞
門
：
大

津
市
藤
尾
奥
町
に
あ
り
ま
す
。『
疎

水
を
た
た
え
て
悠
然
と
広
が
る
大

地
は
、
全
て
を
受
け
容
れ
る
器
を

有
し
て
い
る
』
と
の
意
味
の
扁
額

『
廓
か
く
と
し
て
そ
れ
い
る
る
こ
と
あ
り

其
有
容
』
筆
・
山
縣
有
朋

が
つ
い
て
い
ま
す
。

・
藤
尾
橋
：
工
事
に
あ
た
り
最
初
に

建
造
さ
れ
た
橋
で
、
当
時
の
レ
ン
ガ

と
石
造
り
の
土
台
が
残
っ
て
い
ま
す
。
大
津
市
藤
尾
奥
町
に

あ
り
ま
す
。

京
都
市
側
の
文
化
財

・
山
科
疎
水
・
四
ノ
宮
船
溜
・
安
祥
寺
船
溜
・
東
山
自
然
緑
地
・

煉
瓦
工
場
跡
・
山
ノ
谷
橋
・
第
二
ト
ン
ネ
ル
入
口
・
第
二
ト

ン
ネ
ル
出
口
・
日
ノ
岡
第
11
号
橋
・
第
三
ト
ン
ネ
ル
入
口
・

第
三
ト
ン
ネ
ル
出
口
・
旧
御
所
水
道
ポ
ン
プ
室
・
疎
水
合
流

ト
ン
ネ
ル
・
蹴
上
船
溜
・
蹴
上
浄
水
場
第
一
高
区
配
水
池
・

疎
水
工
事
殉
職
者
弔
魂
碑
及
び
殉
職
者
之
碑
・
田
邊
朔
郎
像
、

北
垣
国
道
像（
鴨
東
運
河
の
夷
川
に
）・
蹴
上
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
・

ね
じ
り
ま
ん
ぽ
・
蹴
上
発
電
所
・
南
禅
寺
船
溜
・
鴨
東
運
河
・

琵
琶
湖
疎
水
記
念
館
所
蔵
資
料
・
蹴
上

イ
ン
ク
ラ
イ
ン
ド
ラ
ム
工
場
・
京
都
市

動
物
園
・
鴨
川
運
河
・
京
都
市
営
電
車

の
車
両
と
敷
石
・
疎
水
分
線
・
水
路
閣
・

岡
崎
地
区
の
庭
園
群　
（
太
文
字
は
写
真
が
あ

り
ま
す
）

琵
琶
湖
に
入
る
水
出
て
行
く
水
の
旅

琵
琶
湖
は
、
湖
岸
延
長
２
３
５
・
２
㎞
、
面
積
６
６
９
・
２
６

㎢
（
南
湖
と
北
湖
の
面
積
比
１
：
11
）、
平
均
水
深
４
１
・
２

ｍ
（
南
湖
平
均
約
４
ｍ
、
北
湖
平
均
約
43
ｍ
）
最
大
水
深

１
０
３
・５
８
ｍ
、
貯
水
量
２
７
５
億
㎥
（
内
、
南
湖
２
億
㎥
）、

湖
面
標
高
８
４
・
３
７
１
ｍ
で
す
。

滋
賀
県
は
、
琵
琶
湖
を
中
心
に
平
地
が
広
が
り
、
そ
の
外
側

を
分
水
嶺
が
取
り
囲
む
同
心
円
状
の
構
造
の
地
勢
か
ら
、
流
路

延
長
は
野
洲
川
と
安
曇
川
の
２
河
川
を
除
く
と
、
全
て
50
㎞
未

満
の
河
川
と
短
く
、
勾
配
は
急
で
出
水
し
や
す
く
、
渇
水
に

見
舞
わ
れ
易
い
と
い
っ
た
特
徴

が
あ
り
ま
す
。
滋
賀
県
の
一
級

河
川
は
５
１
０
本
（
国
直
轄
13

河
川
を
含
む
）
で
、

岐
阜
県
境
や
福
井

県
境
の
水
系
４
河

川
を
除
く
全
て
が

淀
川
水
系
に
な
っ

て
い
ま
す
。
琵
琶

湖
に
直
接
流
入
す

る
一
級
河
川
は

１
１
７
本
で
す
。

県
内
最
大
河
川

野
洲
川
は
、
全
長

６
５
・
３
㎞
で
か
つ

て
は
下
流
部
で
天

井
川
と
な
っ
て
い
た
為
「
近
江
太
郎
」
と
呼
ば
れ
た
暴
れ
川

で
、
野
洲
川
放
水
路
が
建
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
源
流
は
御
在
所

岳
に
発
し
甲
賀
市
土
山
町
と
の
間
に
野
洲
川
ダ
ム･

青
土
ダ
ム

が
あ
り
ま
す
。
日
野
川
は
、
全
長
４
６
・
７
㎞
で
水
源
は
綿
向

山
で
蔵
王
ダ
ム･

日
野
川
ダ
ム
が
あ
り
ま
す
。
愛
知
川
は
、
全

長
４
１
・
１
㎞
で
水
源
は
藤
原
岳
で
永
源
寺
ダ
ム
が
あ
り
ま
す
。

姉
川
は
、
全
長
３
１
・
３
㎞
で
伊
吹
山
地
の
新
穂
山
を
水
源

と
し
姉
川
ダ
ム
を
経
由
し
河
口
部
で
は
高
時
川
が
合
流
し
、
姉

川
古
戦
場
跡
が
あ
り
ま
す
。
姉
川
の
支
流
の
高
時
川
は
、
福
井

県
と
の
県
境
栃
ノ
木
峠
に
発
し
南
流
し
琵
琶
湖
に
流
入
す
る
直

前
で
姉
川
と
合
流
す
る
全
長
４
８
・
４
㎞
の
河
川
で
す
。
余
呉

湖
は
、
周
囲
６
・
４
㎞
最
大
水
深
１
３
・５
ｍ
の
湖
で
古
琵
琶
湖

か
ら
独
立
し
た
と
云
わ
れ
完
全
に
閉
鎖
さ
れ
た
自
然
湖
で
し
た

が
、
今
は
導
水
路
と
放
流
水
路
が
あ
り
余
呉
湖
ダ
ム
と
も
云
わ

れ
て
い
ま
す
。

安
曇
川
は
、
全
長
５
７
・
９
㎞
と
２
番
目
に
大
き
い
川
で
、

源
流
は
京
都
市
左
京
区
北
東
部
の
丹
波
高
地
東
端
の
百
井
峠
近

く
で
す
。
東
大
寺
の
建
築
用
材
も
安
曇
川
か
ら
琵
琶
湖
・
淀
川
・

木
津
川
の
水
運
に
よ

り
運
ば
れ
た
と
云
わ

れ
て
い
ま
す
。
河
口

近
く
で
は
「
未
来
に

残
し
た
い
漁
業
漁
村

の
歴
史
文
化
財
産
百

選
」
に
選
定
さ
れ
た

伝
統
漁
法
の
「
鮎
の

藤尾橋

蹴上浄水場

インクラインと導水管

旧蹴上発電所

鴨東運河・夷川発電所前

野洲川ダム

姉川

安曇川

安曇川簗漁

野洲川

青土ダム

余呉湖

山科疎水

蹴上インクライン

導水管からのぞく十石舟と装置

南禅寺船溜

疎水分線・哲学の道
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簗や
な

漁り
ょ
う」
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

琵
琶
湖
に
入
っ
て
く
る
水
は
、
湖
面
や
周
辺
に
降
っ
た
雨
や

雪
が
、
こ
の
よ
う
な
大
小
の
河
川
や
、
地
下
を
通
じ
て
流
れ
込

む
水
等
で
す
。
川
の
番
人
で
治
水
や
利
水
の
役
割
を
持
つ
ダ
ム

は
安
心
安
全
に
私
達
が
い
つ
で
も
水
を
使
え
る
よ
う
に
し
て
く

れ
て
い
ま
す
。

一
方
で
琵
琶
湖
か
ら
流
れ
出
る
水
は
、
湖
面
か
ら
の
蒸
発
や

地
下
へ
流
れ
る
水
の
他
は
、
琵
琶
湖
疎
水
や
宇
治
発
電
所
へ
の

石
山
制
水
門
か
ら
の
取
水
と
、
唯
一
の
自
然
河
川
の
瀬
田
川
だ

け
で
す
。
琵
琶
湖
の
出
口
瀬
田
川
に
は
、
琵
琶
湖
の
水
位
を
調

整
す
る
と
伴
に
下
流
の
宇
治
川
や
淀
川
流
域
の
治
水
・
利
水
対

策
の
為
に
、
瀬
田
川
洗あ
ら
い
ぜ
き

堰
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
琵
琶
湖
の

水
位
１
㎝
分
の
水
量
は
約
６
７
０
万
㎥
で
、
こ
の
量
は
中
小
規

模
ダ
ム
１
基
分
の
貯
水
量
に
相
当
し
ま
す
。
こ
こ
で
琵
琶
湖
の

水
位
を
制
御
す
る
こ
と
は
、
治
水
・
利
水
の
両
面
で
重
要
で
、

近
畿
の
水
の
安
全
安
心
を
握
っ
て
い
る
拠
点
で
す
。
初
代
の
洗

堰
は
レ
ン
ガ
と
石
で
１
９
０
５
（
明
治
38
）
年
に
築
か
れ
ま
し

た
。
現
在
の
洗
堰
は
１
９
６
１
（
昭
和
36
）
年
に

新
造
さ
れ
、
幅
１
０
・
８
ｍ
高
さ
６
・
１
１
４
ｍ
の

ゲ
ー
ト
（
門
扉
）
が
10
門
あ
る
堰
で
、ゲ
ー
ト
に
よ
っ

て
８
０
０
㎥
／
秒
の
水
を
流
す
こ
と
が
出
来
ま
す
。

ま
た
精
度
良
く
確
実
に
補
給
水
を
下
流
に
流
す
為
の

パ
イ
パ
ス
水
路
が
併
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
琵
琶
湖
か

ら
流
れ
出
し
た
水
の
旅
は
こ
こ
ま
で
約
５
㎞
で
す
。

瀬
田
川
洗
堰
の
す
ぐ
下
流
の
左
岸
よ
り
大
戸
川

が
合
流
し
ま
す
。
国
が
事
業
を
凍
結
し
て
い
た
大

津
市
の
大
戸
川
ダ
ム
建
設
が
、
今
年
６
月
に
、
10

年
以
上
を
経
て
凍
結
解
除
さ
れ
再
び
建
設
へ
動
き

そ
う
で
す
。
合
流
点
を
過
ぎ
大
津
市
関
津
あ
た
り

に
来
る
と
両
岸
の
山
が
迫
り
、
カ
ヌ
ー
・
立
木
観

音
・
鹿
跳
び
が
名
所
の
瀬
田
の
峡
谷
に
入
り
ま
す
。

大
津
市
大
石
地
区
で
信
楽
川
、
や
が
て
大
石
川
が

合
流
し
ま
す
。
更
に
、
下
流
の
京
都
府
と
の
境
界

で
名
を
宇
治
川
と
変
え
、
こ
こ
ま
で
約
16
㎞
で
す
。

こ
こ
か
ら
宇
治
市
の
中
心
に
架
か
る
宇
治
橋
迄
約
９
㎞
で
す
。

途
中
に
田
原
川
が
合
流
し
、
宇
治
川
は
、
天
ヶ
瀬
ダ
ム
で
堰
き

止
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
ダ
ム
は
、
ド
ー
ム
型
ア
ー
チ
式
コ
ン
ク

リ
ー
ト
ダ
ム
で
堤
高
73
ｍ
、
堤
頂
２
５
４
ｍ
で
す
。
治
水
（
洪

水
調
節
）・
利
水
（
発
電
、
宇
治
市
・
城
陽
市
・
八
幡
市
・
久

御
山
町
へ
の
上
水
道
用
水
）
を
担
っ
て
い
ま
す
。
宇
治
橋
か
ら

約
15
㎞
下
流
の
地
点
で
、
東
か
ら
木
津
川
・
西
か
ら
桂
川
（
鴨

川
や
疎
水
や
高
瀬
川
が
合
流
し
て
い
ま
す
）
が
合
流
し
淀
川
と

な
り
ま
す
。
淀
川
と
な
っ
た
大
阪
府
に
は
３
つ
の
水
道
事
業
体

の
取
水
口
が
11
箇
所
あ
り
ま
す
。
最
初
の
取
水
口
は
、
枚
方
市

に
あ
る
磯
島
取
水
場
で
、
淀
川
の
水
が
水
道
水
に
生
ま
れ
変
わ

る
旅
の
始
ま
り
と
な
り
、
最
後
が
柴く
に

島じ
ま

取
水
場
で
、
そ
の
下
流

に
淀
川
の
水
を
循
環
さ
せ
る
巨
大
施
設
淀
川
大
堰
が
あ
り
ま

す
。
や
が
て
流
れ
る
水
は
大
阪
湾
に
注
ぎ
ま
す
。
こ
の
流
路
が

淀
川
の
本
流
で
全
長
７
５
・
１
㎞
で
す
。
海
か
ら
毎
日
大
量
の

水
が
蒸
発
し
、
上
空
で
雲
と
な
り
雨
と
な
っ
て
、
大
地
か
ら
琵

琶
湖
へ
と
水
は
そ
の
姿
を
変
え
て
巡
り
続
け
て
い
ま
す
。

＊
お
わ
り
に

　

夫
婦
で
、
滋
賀
県
と
福
井
県
の
県
境
に
あ
る
長
浜
市
余
呉
町
中
河

内
の
栃
ノ
木
峠
に
あ
る
水
源
の
碑
『
淀
川
の
源
』
を
訪
ね
ま
し
た
。

こ
の
碑
は
、
高
時
川
の
最
上
流
の
地
が
、
淀
川
水
系
最
北
端
の
源
流

に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
建
立
さ
れ
、
こ
こ
に
降
っ
た
雨
は
約
１
７
０

㎞
の
旅
を
し
て
大
阪
湾
に
流
れ
て
行
き
ま
す
。
峠
よ
り
北
に
流
れ

れ
ば
日
本
海
で
分
水
嶺
に
な
っ
て
い
ま
す
。
琵
琶
湖
の
水
は
、
滋
賀

県
を
含
め
、
琵
琶
湖
疎
水
・
瀬
田
川
・
宇
治
川
・
淀
川
を
通
じ
て
京

都
府
・
大
阪
府
・
兵
庫
県
で
も
利
用
さ
れ
、
水
道
用
水
で
は
近
畿

１
４
５
０
万
人
が
利
用
す
る
貴
重
な
水
資
源
に
な
っ
て
い
ま
す
。
素

敵
な
滋
賀
が
益
々
素
敵
に
見
え
る
よ
う
に
諸
事
情
は
あ
る
で
し
ょ
う

が
、
ま
ず
人
と
自
然
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
、
大
切
な
有

形
無
形
の
文
化
財
と
琵
琶
湖
を
守
っ
て
頂
き
た
く
思
い
ま
す
。

（
参
考
資
料
）

・
近
代
京
都
の
礎
を
観
る
会
：
琵
琶
湖
疎
水
の
歴
史
散
策

・
琵
琶
湖
疎
水
沿
線
魅
力
創
造
協
議
会
：
琵
琶
湖
疎
水

・
中
央
公
論
社
：
京
都
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
物
語

・
祥
伝
社
：
京
都
の
謎
（
東
京
遷
都
そ
の
後
）

・
廣
済
堂
出
版
：
淀
川
も
の
が
た
り

・
琵
琶
湖
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

・
琵
琶
湖
淀
川
水
質
保
全
機
構
：
琵
琶
湖
・
淀
川

・
滋
賀
県
Ｈ
Ｐ
・
国
土
交
通
省
淀
川
河
川
事
務
所
Ｈ
Ｐ

・
京
都
市
上
下
水
道
局
Ｈ
Ｐ
・
大
阪
市
水
道
局
Ｈ
Ｐ

・
大
阪
広
域
水
道
企
業
団
Ｈ
Ｐ
・
阪
神
水
道
企
業
団
Ｈ
Ｐ

瀬田川洗堰下流部

宇治川

淀川

淀川水源の碑

淀川大堰

栃ノ木峠

瀬田川洗堰上流部

瀬田川

天ヶ瀬ダム
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●編集後記
新型コロナウイルスの恐ろしさと公衆衛生の重要性を実感
する一年有余が過ぎました。ワクチン接種率は上昇し、新
型コロナと共存する「新しい生活様式」への試行錯誤が
始まろうとしています。中止になった各種イベントも、再
開を検討している様です。会員の皆様もご自愛ください。

事務局より
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『滋賀羽二重100％使用のおもちも承っております！』
※この広告をご覧になり、ご注文いただいた方には粗品を贈呈いたします。

榮農場 滋 賀 県 栗 東 市 蜂 屋 720-2
T E L  0 7 7 - 5 5 2 - 0 3 5 3  h t t p : / / s a k a e f a r m . j p /

〈榮米おかき 〉
焼塩マヨネーズ味　
　100ｇ入り 350円（税別）
青のり七味味　
　100ｇ入り 350円（税別）

『
の
ぞ
ま
れ
る
も
の
を

　
　
　
　 

の
ぞ
む
か
た
に
…
』
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鹿深米鹿深米

※注目商品としてテレビ他でも紹介されました。
TBS「まるっとサタデー」／フジテレビ「めざましテレビ」 ／琵琶湖放送「滋賀経済now」  その他雑誌メディア、WEBメディア多数

ご購入は ちりりオンラインショップ

《近江牛が描く芸術。》
大切な人との時間を、もっと特別にしてもらいたい。
そんな想いから生れたのが 『Art Beef Gallery』 です。
日本の伝統的な芸術作品を、美しい近江牛で描きました。
日本三大和牛のひとつ近江牛、そのA5ランクのみを使用しています。
脂身と赤身の調和がとれた、見て美しく、食べて美味しい芸術作品を
ご堪能ください。

ONLINE SHOP

本店　〒523-0891滋賀県近江八幡市鷹飼町560-1
TEL : 0748-33-5555

【本店の他、滋賀県、京都府、東京都に６店】

京都つゆしゃぶCHIRIRI 銀座京橋店
東京都中央区京橋2丁目7番19号
京橋イーストビルB1F
tel : 03-5250-1551 fax : 03-5250-1550

京都丸太町つゆしゃぶCHIRIRI 六本木店
東京都港区六本木 3丁目1番25号 
六本木グランドプラザ2F
tel : 03-6435-5857

日本料理を

“未来のために変業する”
という挑戦。

日本料理を

“未来のために変業する”
という挑戦。
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日本橋店

□   A4 1/2 項カラー（W210×H148.5）
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210W148H

大中　恩：《こどものうた》による混声合唱曲集「サッちゃん」より
寺嶋陸也：《年を忘れた少年の歌》混声合唱とピアノのための（詩：森 哲弥） びわ湖ホール委嘱作品・初演

三善　晃：唱歌の四季 ほか

びわ湖ホール声楽アンサンブル
第73回定期公演 2021年11月6日（土）14：00開演

［滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール］東京公演 vol.12 と同じプログラムでお届けします。

一般 3,000円
青少年（25歳未満） 1,500円

【全席指定・税込】

■料　　　　 金 一般 4,000円　青少年（25歳未満） 2,500円　【全席指定・税込】　チケット発売 9月19日（日）  

■お問い合わせ びわ湖ホールチケットセンター  Tel.077-523-7136
東京文化会館チケットサービス　Tel.03-5685-0650
インターネット受付　https://www.t-bunka.jp/

インターネット受付　https://www.biwako-hall.or.jp/
（10：00～19：00 火曜日休館、休日の場合は翌日）

（10：00～18：00 休館日を除く）

2021年11月7日
14：00開演

東京文化会館 小ホールびわ湖ホール声楽アンサンブル

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）　　ピアノ：渡辺治子

㊐

●2021年10月30日（土）には米原公演vol.1（指揮：大川修司）もあります。
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装飾金物の伝統技術を
次世代へ・・・

装飾金物の伝統技術を
次世代へ・・・

The Okura Tokyo　エントランスロビー金属装飾施工
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MAKING

ゴム・樹脂・ベルト・ホース製品

専門商社

環境対策製品・省エネ製品・エンジニアリング・各種工事

滋賀支店
〒 5 2 0 - 3 0 4 6 栗東市大橋 5丁目 1 0 - 2 8
TEL（077）552-0233 FAX（077）553-1562

TRUST

亀喜工業株式会社

東京支店
〒135-0023 東京都江東区平野3丁目3番13号
TEL（03）5646-6550 FAX（03）5646-6555

神戸本社・姫路・伊丹・広島・福知山

名古屋 ・横浜 ・宇都宮 ・大阪 ・堺
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歌舞伎座の地下
こ びき ちょう

お 土 産 処 　 お 食 事 処 　 お 弁 当 処 を 常 設 し
各 種 屋 台 が 約 20 台 出 店

ウ キ ウ キ ワ ク ワ ク の 楽 し い 広 場 で す ！

歌舞伎座サービス株式会社
東 京 メ ト ロ 日 比 谷 線 ・ 都 営 浅 草 線 「 東 銀 座 」 駅 直 結

東京都中央区銀座 4-12-15　TEL 03-3545-6554
営業時間　10：00～18：00

歌
舞
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フ
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