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発行／特定非営利活動法人秀次倶楽部 
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ほ
の
ぼ
の

つ
う
し
ん

「
功
名
が
辻
」
の
時
代
考
証 

新
春
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

　
　
　
山
内
一
豊
の
妻
「
千
代
」
が
育
て
た
「
秀
次
秀
次
」 

静
岡
大
学
附
属
図
書
館
長 

静
岡
大
学
教
授（
日
本
中
世
史
）  

（
井
戸  

洋
） 

謹
賀
新
年

秀
次
倶
楽
部

今
年
も「
八
幡
瓦
版 

仄
仄
通
信
」を 

ご
愛
読
い
た
だ
き
ま
す
よ
う 

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す 

平
成
十
八
年
　
元
旦 

〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町131 天八シガ1階    
TEL.0748（32）1985  FAX.0748（32）3514（ラビットハウス内） 

会員募集 正会員  賛助会員  団体会員 入会を希望される方は事務局までご連絡ください 

秀次倶楽部／事務局秀次倶楽部／事務局
　まちづくりや文化、歴史について情報を発信して

いきたいと考えています。地域のコミュニティース

ペースとしてお気軽にご利用ください。

近江八幡商工会議所 近江八幡市桜宮町231-2
TEL（0748）33-4141（代）URL  http://www.shiga-web.or.jp/kin8cci/

創立50周年を迎える本年度、当所では「地元購買・消費」「地元取引」を推進し、地域の

経済活動交流が活発になることを目指し、啓発活動を展開するため、近江八幡をイメ

ージした「シンボルマーク」と「キャッチフレーズ」を作成しました。シンボルマーク

は近江八幡の豊かな自然と商人の町で暮らす人々の精神、そして八幡掘や琵琶湖の水の

流れを象徴しています。キャッチフレーズの『ココロふれあう町ではちぷらしよう』とは、

はちまんを歩く楽しさと近江八幡のプライドづくりという意味が込められた言葉です。

地域経済の活性化に向け、地域が一体となり活動の輪を広げていきたいと思います。 

近江八幡まちおこしキャンペーン実施中！！ 

「
八
幡
山
城
跡
」
 

「
八
幡
山
城
跡
」
 

新
春
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
旧
年
中
は

当
秀
次
倶
楽
部
に
な
に
か
と
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
り

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
本
年
も
皆
様
方
の
ご
健
勝

と
、
ご
一
家
の
ま
す
ま
す
の
繁
栄
を
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
。 

お
か
げ
さ
ま
で
秀
次
倶
楽
部
の
活
動
は
、
よ
う
や
く

軌
道
に
乗
っ
て
参
り
ま
し
た
。
近
江
八
幡
の
町
づ
く
り

や
文
化
の
向
上
に
少
し
で
も
お
役
に
立
て
る
よ
う
会
員

一
同
、
こ
と
し
も
力
を
尽
く
す
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

恒
例
の
仄
仄
通
信
新
春
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
静
岡
大

学
教
育
学
部
の
小
和
田
先
生
を
訪
ね
ま
し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ

テ
レ
ビ
「
そ
の
時
、
歴
史
が
動
い
た
」
の
解
説
な
ど
で
、

ご
存
じ
の
方
も
多
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。
先
生
は
、
秀

次
公
の
事
績
に
通
じ
た
数
少
な
い
歴
史
家
の
一
人
で
あ

り
「
豊
臣
秀
次
　
殺
生
関
白
の
悲
劇
」

（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
）
の
著
書
も
あ
り
ま
す
。

大
学
の
研
究
室
ま
で
押
し
か
け
、
お

話
を
伺
い
ま
し
た
。 

開
口
一
番
、
先
生
か
ら
思
い
が
け

な
い
朗
報
が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
功
名

が
辻
」
に
秀
次
公
が
登
場
、
し
か
も

従
来
の
よ
う
な
悪
者
扱
い
で
は
な
く
、

幼
少
時
代
か
ら
青
年
武
将
と
し
て
の

教
養
を
積
ん
で
い
く
有
り
様
が
、
正

確
に
描
か
れ
る
と
い
う
の
で
す
。 

巷
間
伝
え
ら
れ
る
誤
っ
た
情
報
や
伝
承
が
秀
次
公
の

実
像
を
、
ど
れ
ほ
ど
ね
じ
曲
げ
て
き
た
こ
と
か
。「
殺
生

関
白
な
ん
て
真
っ
赤
な
嘘
」「
文
武
両
道
に
秀
で
た
近
江

八
幡
開
町
の
祖
で
は
な
い
か
」「
本
当
の
姿
を
全
国
の
人

に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
の
が
我
々
の
一
貫
し

た
主
張
で
あ
り
願
い
で
す
。 

秀
次
倶
楽
部
が
、
切
望
し
て
や
ま
な
か
っ
た
「
誤
解

を
解
く
機
会
」
が
、
よ
う
や
く
巡
っ
て
き
た
よ
う
で
す
。

思
わ
ず
ひ
ざ
を
乗
り
出
し
て
よ
く
伺
っ
て
み
る
と
、
先

生
は
こ
う
言
わ
れ
た
の
で
す
。
　 

「
私
が
、
功
名
が
辻
の
時
代
考
証
を
担
当
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
秀
次
公
は
宮
部
継
潤
の
家
に
養
子
に
出

さ
れ
る
前
に
、
ド
ラ
マ
の
主
人
公
・
千
代
（
山
内
一
豊

の
妻
）
に
学
問
や
礼
儀
を
習
う
と
い
う
設
定
に
し
ま
す
。

悪
者
扱
い
な
ど
は
し
ま
せ
ん
」。 

か
つ
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ド
ラ
マ
で
、
秀

次
公
が
ま
る
で
極
悪
人
の
よ
う
に
扱

わ
れ
、
近
江
八
幡
市
民
有
志
が
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
ま
で
申
し
入
れ
に
行
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
の
を
、
ご
記
憶
の
方
も
多

か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
小
和
田
先
生

の
ご
尽
力
で
、
つ
い
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
か
ら

正
し
い
歴
史
解
釈
に
基
づ
く
秀
次
公

の
姿
が
全
国
に
届
け
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

こ
と
し
は
「
功
名
が
辻
」
か
ら
目
が

離
せ
ま
せ
ん
。
皆
様
も
ど
う
か
、
こ

ぞ
っ
て
秀
次
公
を
応
援
し
て
く
だ
さ
い
。
秀
次
公
役
を

演
じ
る
役
者
さ
ん
は
成
宮
寛
貴
さ
ん
だ
そ
う
で
す
。 

山
内
一
豊
は
、
田
中
吉
政
、
中
村
一
氏
、
堀
尾
吉
晴

ら
と
並
ん
で
近
江
八
幡
時
代
の
秀
次
公
の
宿
老
だ
っ
た

武
将
で
す
。
一
豊
は
長
浜
城
主
も
務
め
、
千
代
は
近
江

出
身
な
の
で
、
ド
ラ
マ
は
滋
賀
が
主
な
舞
台
で
あ
り
、

も
ち
ろ
ん
近
江
八
幡
も
登
場
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

小
和
田
先
生
は
、
秀
次
公
の
実
像
に
つ
い
て
は
厳
し

い
判
断
も
お
持
ち
で
し
た
が
、
悪
者
で
も
暗
愚
で
も
な

く
、
近
江
八
幡
の
町
を
つ
く
っ
た
の
は
立
派
な
業
績
だ

っ
た
、
と
評
価
さ
れ
ま
し
た
。
　 

秀
次
公
の
切
腹
事
件
に
つ
い
て
は
「
秀
吉
は
天
才
だ

が
、
関
白
職
を
秀
次
に
譲
っ
た
こ
と
で
権
力
を
失
い
そ

う
に
な
り
焦
っ
た
。
秀
頼
可
愛
さ
も
手
伝
っ
て
秀
次
を

切
腹
に
追
い
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
切
腹
は
冤
罪
だ
と
思

う
。
晩
年
の
秀
吉
は
狂
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
」
と
述
べ

ら
れ
ま
し
た
。 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
最
も
印
象
に
残
っ
た
の
は
次
の
よ

う
な
ご
意
見
で
し
た
。「
歴
史
と
い
う
の
は
ど
こ
で
も
、

勝
者
が
書
い
た
勝
者
の
歴
史
で
す
。
現
代
の
我
々
が
敗

者
の
歴
史
を
き
ち
ん
と
（
敗
者
か
ら
）
聞
い
て
や
ら
な

い
と
、
元
の
歴
史
は
表
に
出
て
き
ま
せ
ん
」。 

我
が
意
を
得
た
り
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
す
。

こ
れ
以
上
、
多
言
は
要
し
な
い
は
ず
で
す
。
秀
次
公
を

顕
彰
す
る
者
に
と
っ
て
、
こ
と
し
は
良
い
年
に
な
り
そ

う
で
す
。 

 

2002年3月 第1刷発行 

小和田哲男 ［おわだ・てつお］ 
1944年、静岡県生まれ。早稲田大学大学院文学研
究課博士課程修了。現在、静岡大学付属図書館長・静
岡大学教育学部教授。専攻は日本中世史。文学博士。 
著書にPHP新書「豊臣秀次」をはじめ、「石田三成」「明
智光秀」「徳川秀忠」、中公新書から「戦国武将」「豊
臣秀吉」「軍師・参謀」「戦国合戦事典」など多数。 

 小
和
田
哲
男
氏 

昨
年
９
月
に
近
江
八
幡

市
立
図
書
館
に
て
勉
強
会

を
開
催
し
ま
し
た
。
近
江

八
幡
市
文
化
振
興
課
の
奈

良
俊
哉
さ
ん
に｢

八
幡
山
城｣

と
題
し
て
、主
に
秀
次
居

館
跡
周
辺
の
こ
れ
ま
で
の

発
掘
調
査
経
過
報
告
と
今

後
の
調
査
の
方
向
性
や
八

幡
山
城
の
国
史
跡
指
定
に

向
け
て
の
全
体
の
調
査
、

八
幡
堀
や
城
下
の
調
査
の
必
要
性
な
ど
に
つ
い
て
ご
講
演
頂
き
ま

し
た
。
八
幡
山
城
は
山
城
の
形
態
を
も
つ
も
の
で
、こ
の
時
代
と
し

て
は
め
ず
ら
し
く
天
守
と
居
館
が
離
れ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
に
出
土

し
た
瓦
は
大
坂
城
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
と
同
じ
も
の
が
い
く
つ

か
あ
り
、し
か
も
大
量
生
産
が
可
能
な
最
新
の
製
法
で
作
ら
れ
て
い

た
そ
う
で
す
。ま
た
、秀
次
館
は
城
下
の
東
町
の
向
き
に
合
わ
せ
て

建
っ
て
い
て
、西
町
は
少
し
後
で
形
成
さ
れ
、そ
の
向
き
も
若
干
ず

れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
八
幡
山
城
が
壊
さ
れ
た
時
期
は
、秀
次

自
害
後
か
清
洲
に
移
っ
た
の
ち
自
ら
壊
し
た
の
か
は
ま
だ
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、当
時
の
城
の
壊
し
方
に
も
そ
の
一
部
を
壊
す
な
ど
様
々

で
、居
館
周
辺
に
関
し
て
は
跡
形
も
な
く
壊
さ
れ
建
物
の
跡
も
瓦

や
粘
土
で
平
ら
に
突
き
固
め
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
現
地
に
は
ま

だ
大
量
の
土
砂
が
堆
積
し
て
い
て
、そ
の
土
砂
を
取
り
除
く
に
は

近
く
ま
で
の
管
理
道
路
が
必
要
な
為
、八
幡
公
園
の
整
備
が
待
た

れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
そ
れ
に
伴
う
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
の
事
で

す
。 １０

月
か
ら
の
調
査
は
八
幡
公
園
の
西
側
、雇
用
促
進
住
宅
の
す

ぐ
上
で
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
五
輪
塔
な
ど
が
あ
り
、室
町
時
代
に

は
お
寺
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
１１
月
の
末
に
現
地
を
訪
れ
、調
査
を

担
当
さ
れ
て
い
る
三
尾
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
家
臣
団
の

屋
敷
跡
と
見
ら
れ
、当
時
の
石
垣
や
地
盤
面
、建
物
の
礎
石
の
下
部

が
確
認
で
き
、瓦
や
か
わ
ら
け
、お
皿
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
と
の

こ
と
で
す
。ま
ず
、石
垣
を
す
べ
て
表
し
て
、続
い
て
建
物
の
礎
石
な

ど
を
順
に
表
し
て
い
か
れ
る
そ
う
で
す
。ま
た
、現
在
の
調
査
場
所

の
続
き
に
大
手
道
が
あ
り
、そ
ち
ら
の
調
査
も
で
き
る
と
楽
し
み
に

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
神
社
が
建
立
さ
れ
た
時
に
、大
手

道
に
手
を
加
え
た
と
い
う
記
述
が
残
っ
て
い
る
そ
う
で
、そ
ち
ら
も

確
認
し
て
い
き
た
い
と
の
こ
と
で
し
た
。
今
年
２
月
頃
に
現
地
説

明
会
を
開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
の
で
興
味
の
あ
る
方
は
行
か
れ
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
調
査

は
ま
だ
ま
だ
続
き
ま
す
。
将
来
的
に

は
、遺
構
を
残
し
て
歴
史
公
園
に
し

て
い
く
考
え
で
、国
史
跡
指
定
に
向

け
て
北
ノ
庄
城
を
含
め
た
全
体
の
調

査
が
進
め
ら
れ
て
い
く
よ
う
で
す
。 

跡
地
が
ど
の
よ
う
な
形
に
な
る
に

し
て
も
市
民
に
と
っ
て
親
し
み
や
す

い
場
所
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い

ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　（
船
橋
） 

   

発
掘
調
査
現
場 
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NPO法人 販売元 

ヨ
シ
に
は 

カ
ロ
チ
ン
、 

ク
ロ
ロ
フ
ィ
ー
ル
、グ
ル
カ
ン
の
他
、 

生
活
習
慣
病
の
原
因
に
な
る 

活
性
酸
素
、フ
リ
ー
ラ
ジ
カ
ル
を 

消
去
す
る
成
分
を
含
む
こ
と
が 

研
究
・
調
査
の
結
果 

明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

ギャラリースペース新町浜 
白  雲  館 
駅北口観光案内所
秀次倶楽部事務局 

にて販売中 

（社）近江八幡観光物産協会 
近江八幡市為心町元9（白雲館内）  
TEL.0748-32-7003   
http://www1.ocn.ne.jp/ õmi8/

協会員 
募集中 

発　行：秀次倶楽部 　 近江八幡市出町133 天八シガ1階 ／TEL（0748）32-1985／FAX（0748）32-3514（ラビットハウス内）／E-mail club@hidetugu.jp　編集・印刷  （有）ラビットハウス 

近
江
八
幡
の
古
道
 4

（
近
江
八
幡
市
立
資
料
館
長   

江
南   

洋 

） 

近江八幡市立資料館 【問合せ先】 

 

ＴＥＬ. 0748-32-7048

大人　500円 
※市民は住所・氏名記入で無料となります 

小人　300円（資料館入場料） 【 料 金 】  

 

▲2006年11月の農業祭にて 
　「葦うどん」を販売しました。 

▲森本美波さん ▲奥田涼太さん 

　近江八幡市多賀町738-2 かわらミュージアム内　TEL.0748-36-6248

近江八幡のこだわりの店 
　　 かわらミュージアム内喫茶 

喫茶・軽食・ギャラリー・お土産 

1 1 より 営業いたします 

（有）ほのぼの館 I    ギャラリースペース  新町浜 
〒523-0837  滋賀県近江八幡市大杉町30番地1 
TEL.（0748）36-5115    FAX.（0748）31-3656

（有）ラビットハウス  TEL.0748-33-2914 

【営業時間】 平  日／10：00～16：00　【定休日】 水曜  
　　　　　 土・日・祝／10：00～17：00

【E-mail】 info@shinmachihama.com 

【 U R L 】 http://www.shinmachihama.com

プランニング・デザイン・プロデュース／お問い合わせ先  
 

OMI BEEF  MORISHIMAOMI BEEF  MORISHIMA

本年も皆様に愛される味をお届けいたします。

「新年会」予約受付中  
2006年は1月2日から 
営業いたします。 

本   店：近江八幡市東川町866-1 TEL.0748-37-4325 
長浜黒壁店：長浜市元浜町11-27      TEL.0749-62-6115

http://www.oumi-usi.co.jp

安
ら
ぎ
と
祈
り
の
道
　
中
山
道

道
　
中
山
道
 

近
江
八
幡
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
え
る
八
幡
山
の
景
観
保
全
に

取
り
組
ま
れ
て
い
る
市
民
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま
す
。
代
表
の
村

西
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
次
世
代
に
美
し
い
里
山
景
観

と
そ
の
保
存
の
仕
組
み
を
残
す
た
め
に
、市
民
の
手
で
八
幡
山

の
景
観
保
存
活
動
を
と
村
西
さ
ん
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
平
成

17
年
４
月
の
山
頂
付
近
の
蔦
の
除
去
作
業
を
始
ま
り
と
し
て
会

が
発
足
し
ま
し
た
。
現
在
で
は
20
名
を
超
え
る
メ
ン
バ
ー
で
毎

月
第
２
水
曜
日
と
第
４
月
曜
日
に
木
々
の
間
伐
や
竹
の
伐
採
な

ど
の
整
備
作
業
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
の
ほ
と
ん

ど
が
定
年
退
職
後
の
方
々
で
、活
動
を
通
し
て
の
仲
間
づ
く
り

も
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
作
業
の
回
を
重
ね
る
ご
と
に
人
数

も
増
え
、み
な
さ
ん
も
よ
り
元
気
で
生
き
生
き
と
さ
れ
て
い
る
そ

う
で
す
。
高
齢
化
の
問
題
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ク
ヌ
ギ
林
や

竹
林
の
保
全
整
備
、間
伐
と
と
も
に
も
み
じ
や
さ
く
ら
な
ど
の

計
画
植
樹
の
ほ
か
、タ
ケ
ノ
コ
掘
り
や
椎
茸
の
栽
培
、竹
細
工
な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
と
盛
り
だ
く
さ
ん
に
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
活
動
を
通
じ
て
、関
連
す
る
団
体
や
地
元
の
市
民
グ

ル
ー
プ
と
も
連
携
し
、情
報
交
換
や
一
体
的
な
取
り
組
み
を
考
え
、

近
江
八
幡
の
ま
ち
づ
く
り
の
一
端
を
担
っ
て
い
け
れ
ば
と
力
強
く

お
話
下
さ
い
ま
し
た
。 

八
景
会
で
は
、会
員
や
作
業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
さ
れ
て

い
ま
す
。 

お
問
い
合
せ
▼
村
西
耕
爾
さ
ん
宅（
電
話
３
２-

２
６
１
５
）ま
で 

 

営業時間10：00～17：00

年始は 7日 から営業いたします。 
あけましておめでとうございます

年始は17日より営業いたします。 

八
幡
に
は
東
西
に
走
る
二
つ
の
大
き
な
街
道
が
あ
る
。

そ
の
一つ
は
旧
中
山
道
、現
在
の
国
道
８
号
線
で
、他
方

旧
市
街
地
を
抜
け
る
朝
鮮
人
街
道（
町
中
で
は
京
街

道
と
呼
ば
れ
る
）が
あ
る
。 

そ
の
南
、２
ｋｍ
に
走
る
国
道
８
号
線
は
、西
は
日
野
川

に
架
る
横
関
橋
を
渡
り
、東
横
関
町
に
入
る
。こ
の
街

道
を
私
は
、「
安
ら
ぎ
と
祈
り
の
道
」と
名
づ
け
て
い
る
。

中
世
我
が
国
の
主
た
る
道
が
整
備
さ
れ
、大
名
・
小
名

の
通
行
は
も
と
よ
り
、一
般
の
人
々
も
旅
に
、商
用
に
と

そ
れ
ぞ
れ
の
道
行
き
に
利
用
し
た
で
あ
ろ
う
。 

程
な
く
馬
渕
町
に
入
る
や
街
道
に
沿
っ
て
応
神
天
皇

を
祭
神
と
し
桃
山
時
代
に
建
立
さ
れ
、国
の
指
定
を
う

け
て
い
る
八
幡
社
の
本
殿
を
目
に
す
る
。三
間
社
流
造

の
檜
皮
葺
き
の
社
殿
が
美
し
く
、そ
の
高
欄
の
凝
宝
珠

に
は
、文
禄
・
天
保
の
刻
名
が
残
さ
れ
て
お
り
、又
毎
年
、

同
神
社
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
猿
楽
の
面
は
鎌
倉
期
の
作

で
、こ
の
宮
を
氏
神
と
す
る
氏
子
達
に
よ
っ
て
毎
年
五
月

一
日
〜
五
日
の
間
宮
座
神
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
正
に
中

世
に
端
を
発
し
た
村
人
た
ち
の
信
仰
の
姿
を
素
朴
な

農
民
達
の
生
活
の
中
に
し
の
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。 

又
こ
の
神
社
東
側
に
は
、眞
光
寺
と
い
わ
れ
る
お
寺

が
あ
り
、か
つ
て
こ
の
一
帯
を
治
め
て
い
た
馬
渕
城
主
の

佐
々
木
氏
の
墓
所
と
し
て
、慶
長
九
年
・
慶
長
十
六
年
・

寛
永
四
年
・
寛
永
五
年
の
銘
を
残
す
四
基
の
五
輪
塔
群

が
存
在
し
て
い
る
。
今
こ
の
馬
渕
町
は
東
西
に
町
内
を

貫
い
て
い
る
国
道
８
号
線
上
に
あ
っ
て
昔
の
村
の
歴
史
や

遺
跡
を
分
断
し
て
い
る
。 

町
を
は
ず
れ
る
と
千
僧
供
町
に
入
る
。ま
ず
国
指
定

に
よ
る
木
造
阿
弥
陀
如
来
立
像
を
祭
る
西
来
寺
が
あ

り
、そ
し
て
村
は
ず
れ
に
は
森
に
か
こ
ま
れ
た
椿
神
社

が
鎮
座
し
、坂
本
の
日
吉
大
社
の
一つ
と
さ
れ
、神
社
の
神

門
は
県
の
指
定
を
う
け
て
い
る
。又
社
殿
に
祀
ら
れ
て
い

る
僧
形
神
像
は
、か
つ
て
の
神
佛
合
祀
の
名
残
り
で
あ
り
、

神
社
入
口
、神
門
の
前
に
は
、「
四
分
・
四
分
・
二
分
」
と
い

わ
れ
て
い
る
区
切
り
石
が
あ
り
、昔
は
こ
の
神
社
を
氏
神

と
す
る
氏
子
の
灌
漑
用
水
の
配
分
を
示
す
も
の
で
こ
の

村
の
農
業
史
を
研
究
す
る
貴
重
な
民
俗
資
料
と
し
て

先
の
八
幡
社
の
宮
座
や
猿
楽
と
並
び
こ
の
地
方
の
研
究

に
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。 

又
、こ
の
千
僧
供

町
の
入
口
あ
た
り
一

帯
に
、千
僧
供
廃
寺

趾
が
存
在
し
、そ
の

中
心
部
に
供
養
塚

が
あ
り
、往
古
こ
の

地
を
発
掘
し
、短
甲

や
刀
、埴
輪
片
が
発

見
さ
れ
、会
所
で
保

管
さ
れ
て
い
た
が
、

再
び
戦
後
発
掘
調

査
が
な
さ
れ
お
び
た

だ
し
い
埴
輪
が
出
土
し
、現
在
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ

ー
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
他
、住
蓮
坊
古
墳
・
ト
ギ
ス
古
墳
・
岩
塚
古
墳
・
ジ

ジ
バ
バ
の
古
墳
な
ど
十
指
に
余
る
古
墳
群
が
集
中
し
て

お
り
、正
に
祈
り
の
道
沿
い
に
ふ
さ
わ
し
い
。 

こ
の
岩
倉
山
の
ふ
も
と
に
は
、馬
見
岡
神
社
が
あ
り
、

祭
神
を
天
津
日
子
根
命
と
天
戸
間
見
命
及
び
、女
神
座

像（
四
）僧
形
神
座
像（
二
）の
八
体
が
重
要
文
化
財
の

指
定
を
う
け
て
お
り
、式
内
社
の
社
と
し
て
こ
の
馬
渕

地
区
の
総
社
と
し
て
の
格
式
を
も
ち
、馬
渕
町
の
八
幡

社
、千
僧
供
町
の
椿
神
社
、岩
倉
町
の
諏
訪
神
社
で
行

わ
れ
る
宮
座
神
事
は
、古
式
を
豊
か
に
残
す
見
事
な
も

の
で
あ
る
。 

こ
の
神
社
に
つ
づ
い
て
道
を
へ
だ
て
て
小
さ
な
お
寺
が

あ
り
、冷
泉
寺
と
呼
ば
れ
、平
安
時
代
の
千
手
観
音
、薬

師
如
来
、地
蔵
菩
薩
の
三
体
を
有
し
て
い
る
。小
さ
な
お

寺
に
こ
れ
だ
け
の
仏
教
芸
術
の
粋
を
集
め
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、か
つ
て
の
千
僧
供
廃
寺
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
神
社
横
の
小
さ
な
山
道
を
少
し

登
る
と
、福
寿
寺
が
あ
る
。井
上
や
す
し
の「
星
と
祭
り
」

に
登
場
し
て
く
る
千
手
観
音
像
は
余
り
に
も
有
名
で
あ

り
、又
庭
園
も
県
の
史
蹟
の
一つ
に
数
え
ら
れ
て
、こ
の
寺

の
一
隅
に
八
幡
商
人
が
好
ん
で
茶
会
を
開
い
た
と
さ
れ
る

吸
江
庵
遺
跡
が
あ
り
、そ
の
跡
に
残
る
白
い
花
を
つ
け
る

「
吸
江
椿
」は
茶
人
間
で
は
有
名
と
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
寺
よ
り
南
側
ふ
も
と
に
は
県
指
定
の
庭
園
を

持
つ
妙
感
寺
が
あ
り
、先
述
の
諏
訪
神
社
へ
と
続
い
て

い
る
。そ
し
て
、神
社
裏
側
に
連
な
る
山
麓
に
は
、長
光

寺
城
跡
が
あ
り
、応
仁
二
年（
一
四
六
八
）佐
々
木
氏
が

こ
の
城
で
戦
っ
た
と
さ
れ
、織
田
信
長
は
柴
田
勝
家
に

命
じ
て
こ
の
城
を
守
ら
し
め
、佐
々
木
氏
を
制
し
、そ
の

戦
い
の
時
、柴
田
勝
家
は
籠
城
し
、水
瓶
を
こ
わ
し
て

士
気
を
鼓
舞
し
た
こ
と
か
ら「
瓶
割
柴
田
」の
異
名
を

も
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、こ
の
こ
と
か
ら
別
名
を
瓶
割
城

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。 

こ
の
岩
倉
山（
別
名
瓶
割
山
）か
ら
の
眺
望
は
良
く

横
関
橋
の
日
野
川
の
流
れ
が
こ
の
山
の
す
そ
を
通
り
、

千
僧
供
町
一
帯
の
神
社
、仏
閣
を
始
め
村
そ
の
町
並
み
、

中
山
道
の
街
道
に
加

え
て
古
代
人
の
生
活

の
あ
っ
た
す
べ
て
が
、

の
ぞ
め
る
場
所
に
あ

っ
て
、冬
へ
の
道
中
と

急
ぐ
山
麓
の
長
光

寺
へ
と
下
が
れ
ば
、

境
内
の
名
木
で
市
の

指
定
と
な
る「
花
の
木
」

が
今
は
す
っ
か
り
冬

化
粧
を
す
ま
せ
て
旅

人
を
迎
え
て
く
れ
る
。 

 

岩
塚
古
墳 

椿
神
社 

第
11
回
 全
国
金
魚
す
く
い
選
手
権 

　
　
　
近
江
八
幡
予
選
大
会
か
ら 

　
　
　
全
国
大
会
に
出
場
！！
 

まちなみに装う
ひいなのほほえみ
まちなみに装う

ひいなのほほえみ

近
江
八
幡
の
新
名
産 

﹁
八
幡
山
の
景
観
を
良
く
す
る
会
﹂

山
の
景
観
を
良
く
す
る
会
﹂

（
略
称 

八
景
会
） 

❶

17、18、19、20、21の5日間  　おたのしみ 進呈！ おたのしみ袋

近江八幡の工芸品・物産が満載！ 

八
幡
　
　

公
民
館
で「
葦
だ
ん
ご
」作
り 

 

再
発
見

近
江
八
幡
観
光
物
産
協
会
便
り 

　
近
江
八
幡
の
新
名
産
と
し
て
開
発
し
た
 

「
葦
う
ど
ん
」
。ス
ダ
レ
な
ど
に
加
工
さ
れ

る
葦
。そ
の
葦
の
葉
を
原
料
に
し
た
葦
う

ど
ん
は
昨
年
11
月
の
「
農
業
祭
」
で
販

売
し
多
く
の
方
々
に
ご
好
評
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
葦
の
葉
は
カ
ロ
チ
ン
、ク
ロ
ロ
フ
ィ

ー
ル
、グ
ル
カ
ン
の
他
、生
活
習
慣
病
の
原

因
に
な
る
活
性
 

酸
素
や
フ
リ
ー
 

ラ
ジ
カ
ル
を
消
 

去
す
る
成
分
を
 

含
む
こ
と
が
明
 

ら
か
に
な
っ
て
い
 

ま
す
。 

昨
年
8
月
21
日
、
秀
次
公
の
叔
父
豊
臣
秀
長
の
領
地

で
あ
っ
た
大
和
郡
山
市
で
開
催
さ
れ
た
「
全
国
金
魚
す

く
い
選
手
権
」
子
供
の
部
で
は
近
江
八
幡
大
会
の
上
位

で
出
場
権
を
手
に
し
た
森
本
美
波
さ
ん
と
奥
田
涼
太
さ

ん
が
、
一
般
の
部
で
は
藤
高
弘
さ
ん
、
服
部
生
史
さ
ん

が
出
場
さ
れ
近
江
八
幡
の
代
表
と
し
て
頑
張
っ
て
頂
き

ま
し
た
。
（
今
年
の
予
選
大
会
は
八
幡
堀
で
7
月
16
日
に
開
催
予
定
） 

　
公
民
館
行
事
で
11
月
6
日
文

化
祭
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
八
幡

学
区
の
子

供
達
が
前

日
、
葦
の

文
化
に
つ

い
て
学
習

す
る
中
で

葦
だ
ん
ご

作
り
に
挑
戦
し
ま
し
た
。
秀
次

倶
楽
部
の
高
木
理
事
長
が
葦
や

町
づ
く
り
に
つ
い
て
お
話
を
し
西

生
来
町
の
久
郷
さ
ん
の
指
導
で

多
く
の
だ
ん
ご
が
出
来
上
が
り

ま
し
た
。
翌
日
の
バ
ザ
ー
で
は
完

売
し
好
評
で
し
た
。 

【開催日】 

 

近江八幡駅からバスで「小幡町資料館前」下車すぐ 

平成18年 2月11日（土・祝）～ 3月5日（日） 
近江八幡資料館、および市内各店鋪・商家 

9:00 ～16:30（入館は16：00まで） 

【 交 通 】  

 

【 時 間 】  

 

【 場 所 】  

 

市内の旧家や商家等が所有する雛人形・五月人形を
商店等のショーウィンドウや屋内に、また、市立資料館
が所蔵する雛人形・五月人形等を旧西川家住宅・旧
伴屋住宅に展示。江戸後期～昭和30年代中頃の様々
な年代の節句人形です。箪笥や長持などの小物も併
せて展示します。 


