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フ
ァ
ブ
リ
カ
村
（
北

川
織
物
工
場
）
に
は
昔

か
ら
井
戸
が
あ
り
、
染

め
の
作
業
を
し
て
い
ま

し
た
。
能
登
川
地
区
は

水
が
豊
富
で
湿
度
が

高
く
、
乾
燥
が
大
敵
で

あ
る
麻
織
物
に
と
っ
て
作
り
や
す
い
土
地

柄
で
す
。
大
切
な
仕
上
げ
の
加
工
作
業
に

は
今
も
井
戸
水
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
軽

く
て
高
価
な
品
物
だ
っ
た
近
江
の
麻
織
物

は
、
県
外
に
売
り
に
行
く
近
江
商
人
に
、

重
要
な
商
品
と
し
て
重
宝
さ
れ
ま
し
た
。

　

近
江
の
麻
の
魅
力
は
「
色
彩
が
豊
か
な

こ
と
」。
そ
れ
は
、
職
人
さ
ん
が
小
さ
い

頃
か
ら
こ
の
自
然
豊
か
な
環
境
に
育
つ
こ

と
で
、
色
使
い
の
セ
ン
ス
が
自
然
と
身
に

つ
い
て
い
る
か
ら
だ
そ
う
。
滋
賀
県
は
全

国
的
に
も
珍
し
く
、
絹
、
綿
、
麻
の
多
様

な
繊
維
が
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と

か
ら
も
、
滋
賀
の
自
然
環
境
の
良
さ
が
伝

わ
り
ま
す
。 

　

能
登
川
地
区
は
、
昔
か
ら
水
が
豊
富
な
地

域
で
す
。
永
源
寺
の
山
か
ら
流
れ
出
て
、
伏

流
水
と
な
っ
た
水
が
再
び
能
登
川
へ
と
流
れ

ま
す
。
現
在
で
は
、
上
下
水
道
が
整
備
さ
れ
、

以
前
ほ
ど
暮
ら
し
の
中
で
水
を
身
近
に
感
じ

る
機
会
が
減
り
ま
し
た
が
、
今
も
能
登
川

地
区
に
残
る
、「
水
と
と
も
に
あ
る
暮
ら
し
」

を
見
に
、
郷
土
の
歴
史
に
詳
し
い
山
本
一
博

さ
ん
、
能
登
川
博
物
館
学
芸
員
の
杉
浦
隆
支

さ
ん
と
巡
り
ま
し
た
。 

　

ま
ず
は
、
滋
賀
県
を
代
表
す
る
地
域
ブ
ラ

ン
ド
「
近
江
の
麻
」
を
伝
え
て
い
る
「
フ
ァ

ブ
リ
カ
村
」
へ
。
北
川
陽
子
さ
ん
に
、
麻
織

物
が
水
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
理
由
を
教
え

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

上：織り機　

中：北
きた

川
がわ

陽
よう

子
こ

さん

　　と絣のストール

下：井戸水

ファブリカ村

2

大濱神社

巡礼碑

右：杉
すぎうらたかし

浦隆支さん

左：山
やまもとかずひろ

本一博さん

能登川漁業協同組合

能登川

金刀比羅神社



　

最
後
に
向
か
っ
た
の
は
、
愛
知
川
が
琵

琶
湖
へ
と
つ
な
が
る
場
所
、 

栗
見
出
在
家

町
。
東
近
江
の
中
で
も
一
番
琵
琶
湖
に
近

い
地
域
で
す
。
堤
防
沿
い
に
は
能
登
川
漁

業
協
同
組
合
が
あ
り
、
現
在
も
水
揚
げ
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
正
組
合
員
、
準

組
合
員
合
わ
せ
て
33
名
の
方
で
構
成
さ
れ

て
お
り
、
12
月
か
ら
は
じ
ま
る
ア
ユ
漁
を

メ
イ
ン
に
、
ホ
ン
モ
ロ
コ
、
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ

な
ど
の
魚
を
採
り
、
主
に
業
者
さ
ん
へ
販

売
さ
れ
て
い
ま
す
。
昔
は
家
で
湖
魚
を
調

理
す
る
家
庭
が
多
く
、
た
く
さ
ん
の
鮮
魚

屋
さ
ん
が
組
合
ま
で
買
い
付
け
に
来
ら
れ

て
い
ま
し
た
が
、
湖
魚
を
食
べ
る
習
慣
も

薄
れ
、
取
引
業
者
さ
ん
も
減
っ
て
し
ま
っ

た
そ
う
。
現
在
で
は
漁
に
出
る
だ
け
で
な

く
、
琵
琶
湖
の
魚
を
守
る
取
り
組
み
も
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
組
合
で
は
、
ホ
ン
モ
ロ

コ
の
産
卵
の
時
期
に
合
わ
せ
て
、
一
定
期

間
禁
漁
を
行
い
、
量
を
増
や
そ
う
と
努
力

さ
れ
、
成
果
が
少
し
ず
つ
出
は
じ
め
て
い

ま
す
。　
　
　
　

　

ま
た
、
魚
離
れ
を
防
ご
う
と
、
滋
賀
県

水
産
課
か
ら
の
依
頼
を
受
け
、
地
元
の
小

学
校
に
出
向
い
て
小
学
生
に
ア
ユ
を
実
際

に
炊
い
て
も
ら
っ
て
食
べ
る
体
験
や
、
漁

港
案
内
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
子
ど
も
た

ち
に
琵
琶
湖
へ
の
関
心
を
も
っ
て
も
ら
う

こ
と
で
、
湖
魚
の
購
買
意
欲
を
高
め
、
漁

師
の
存
続
に
繋
が
れ
ば
と
考
え
て
お
ら
れ

ま
す
。

　
「
お
れ
た
ち
は
水
の
番
人
や
」
と
組
合

長
の
伊い

関せ
き

照て
る

男お

さ
ん
。「
漁
を
行
う
こ
と

も
大
事
や
が
、
水
を
見
る
こ
と
も
大
事
。

昔
は
川
か
ら
、
田
ん
ぼ
へ
、
そ
し
て
水
路

を
つ
た
っ
て
次
の
田
へ
、
と
水
が
よ
く
見

え
た
。
今
は
上
下
水
道
の
整
備
に
よ
り
、

水
が
見
え
づ
ら
く
な
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

水
の
大
切
さ
、
琵
琶
湖
の
尊
さ
、
湖
魚
の

お
い
し
さ
を
こ
れ
か
ら
も
伝
え
て
い
き
た

い
」
と
の
こ
と
。
琵
琶
湖
や
魚
に
対
す
る

熱
い
想
い
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　

次
に
訪
れ
た
の
は
、伊
庭
町 

。
こ
こ
は
、

昔
な
が
ら
の
水
路
が
現
存
し
て
い
る
貴
重

な
地
域
で
す
。「
陣
屋
橋
」
は
、
そ
の
名

の
通
り
、
江
戸
時
代
、
伊
庭
陣
屋
が
あ
っ

た
と
こ
ろ
。
当
時
の
石
垣
の
一
部
が
そ
の

ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
。
言
い
伝
え
で
は
鎌

倉
幕
府
の
成
立
し
た
建
久
年
間
に
、
近
江

守
護
職
を
任
さ
れ
て
い
た
佐
々
木
氏
の
一

族
伊
庭
氏
が
建
て
た
「
伊
庭
城
」
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
澄
ん
だ
水
路
沿
い
に
は

景
観
維
持
の
た
め
、
地
域
の
人
た
ち
に
よ

っ
て
色
と
り
ど
り
の
花
が
植
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
水
の
中
に
は
き
れ
い
な
水
で
し
か

育
た
な
い
、
水
草
の
「
み
く
り
」
や
、
蛍

の
エ
サ
に
な
る
貝
の
「
カ
ワ
ニ
ナ
」
が
た

く
さ
ん
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
あ
る
水
路
へ

と
続
く
「
カ
ワ
ト
」
に
は
、
バ
ケ
ツ
や
水

遊
び
の
お
も
ち
ゃ
が
置
か
れ
、
生
活
用
水

と
し
て
水
路
が
今
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
伝
わ
り
ま
す
。 

元
は
舟
に
使
っ
て
い
た

材
料
で
、
耐
水
性
が
あ
り
丈
夫
な
舟
板
を

外
壁
に
貼
っ
て
い
る
家
も
あ
り
ま
し
た
。

　

　

湖う
み

の
安
全
を
守
る
「
金
刀
比
羅
神
社
」
で

は
、
安
全
を
願
っ
て
常
夜
燈
が
建
っ
て
い
ま

す
。「
琵
琶
湖
か
ら
少
し
離
れ
た
位
置
に
常

夜
燈
が
あ
る
の
は
、
昔
は
琵
琶
湖
と
集
落
が

水
路
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
た
証
拠
で
す
」
と

杉
浦
さ
ん
。
さ
ら
に
琵
琶
湖
に
向
か
っ
て
進

む
と
伊
庭
内
湖
が
現
れ
ま
す
。
道
を
へ
だ
て

て
広
が
る
大
中
の
干
拓
地
は
、
埋
立
て
で
は

な
く
、
文
字
通
り
水
を
干
上
が
ら
せ
て
造
ら

れ
ま
し
た
。
今
で
も
干
拓
地
の
田
畑
は
琵
琶

湖
（
伊
庭
内
湖
）
の
水
を
利
用
し
な
が
ら
作

物
づ
く
り
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
昔
か
ら
、

水
を
活
用
し
て
生
活
を
営
ん
で
き
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

上：舟板塀　中：常夜燈
下：道路を挟んで右の湖面より、　

　　左の土地の方が若干低い

みくり水路が巡る美しい町並み

伊庭町

栗見出在家町



が

  近江の奇祭「伊庭の坂下し」に使用す

る神輿が格納されている「大濱神社」の

「仁王堂」（滋賀県指定文化財）。仁王堂

は、鎌倉時代のお寺で利用されていた

大きな丸柱を再利用。拝殿の天井は木

を格子状に組んで板を張った格
ごう

天
てん

井
じょう

とい

う、豪華なつくりです。また、境内には「お

はけ」という立柱崇拝の柱が。本殿を拝

む習慣が根付く前の信仰形態を今も伝え

ています。

　妙楽寺の境内には複数のお寺があり、

古いお寺の在り方が残っています。まわ

りを堀で囲んでいるのも中世、勢力があ

った名残りと言われています。また、伊

庭地区にはあまりお墓がなく、お盆の時

には先祖の肖像を持ってお参りする「系
けい

図
ず

参り」のしきたりが残っています。

上：玄関のある通り

下：元は水路だった通り

　麻織物の魅力だけではなく、

ものづくりの魅力を発信できる、

活気ある場を作りたい、と織物

工場を利用して、2010 年にオー

プン。現在では、麻製品の展示・

販売だけでなく、地域でものづく

りをされている作家さんの作品を

展示したり、コンサートを行った

りと、地域の魅力や情報を発信

する場にもなっています。作家さ

んの器でゆっくりと時間が過ごせ

るカフェもあります。

　

集
落
を
歩
く
と
、
道
路
が
ま
っ
す
ぐ

整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま

す
。
江
戸
時
代
の
新
田
開
発
に
よ
り
、

計
画
的
に
造
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
昔
は

各
家
の
裏
口
に
水
路
が
あ
り
、
田
舟
で

そ
れ
ぞ
れ
の
田
ん
ぼ
へ
田
植
え
や
稲
刈

り
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在
水
路
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
石
垣
が
残
っ
て
い
た

り
、
家
並
が
一
直
線
に
あ
る
こ
と
な
ど
、

名
残
り
を
感
じ
る
事
が
で
き
ま
す
。
町

並
み
か
ら
も
水
と
深
く
関
わ
っ
て
生
活

し
て
き
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

人
が
生
活
し
て
い
く
中
で
、
な
く
て

は
な
ら
な
い
「
水
」。
古
く
か
ら
豊
か

な
水
に
恵
ま
れ
た
能
登
川
地
区
で
は
、

今
も
き
れ
い
な
水
路
が
残
り
、
豊
富
な

水
資
源
を
利
用
し
た
産
業
が
息
づ
い
て

い
ま
す
。
で
す
が
、
水
は
癒
し
や
豊
か

さ
を
も
た
ら
す
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
と
き
に
、
水
の
近
く
に
住
む
こ
と

で
自
然
の
厳
し
さ
に
直
面
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
伊
庭
町
内
に
は
、
明
治
、

昭
和
に
起
こ
っ
た
大
洪
水
の
浸
水
位
が

わ
か
る
石
碑
や
、
浸
水
ラ
イ
ン
を
示
す

表
示
が
家
の
壁
に
あ
り
ま
し
た
。
伊
庭

内
湖
の
近
く
に
は
、
江
戸
時
代
、
長
命

寺
に
行
く
途
中
、
春
の
嵐
に
よ
り
船
が

沈
み
、
命
を
落
と
さ
れ
た
方
の
巡
礼
遭

難
供
養
碑
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
厳

し
さ
も
優
し
さ
も
受
け
入
れ
て
、
人
と

自
然
が
寄
り
添
っ
て
生
き
て
き
た
か
ら

こ
そ
、
今
に
続
く
能
登
川
の
風
景
が
あ

り
ま
す
。
生
活
習
慣
が
変
化
し
て
も
、

そ
ば
を
流
れ
る
水
の
せ
せ
ら
ぎ
と
と
も

に
、
能
登
川
の
今
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら

が
ゆ
っ
く
り
と
育
ま
れ
て
い
き
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
寄
り
道

明治 29年大洪水碑。浸水ラインが
わかります

1755年西国三十三カ所巡礼者の
巡礼遭難供養碑

東近江市佐野町 657

北川織物工場内

☎ 0748-42-0380

土曜 ・日曜のみ営業

11:00 ～18:00



　

そ
こ
ら
１
号
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
、

た
く
さ
ん
の
方
が
、
東
近
江
の
お
す
す
め

ス
ポ
ッ
ト
に
猪
子
山
を
あ
げ
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
に
魅
力
的
な
山
な
ら
、
一
度
登
っ

て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
爽
や
か

な
秋
晴
れ
の
日
、
総
勢
８
人
で
出
か
け
ま

し
た
。
猪
子
山
は
標
高
268
メ
ー
ト
ル
、
地

元
の
人
に
愛
さ
れ
る
気
軽
に
登
れ
る
山

だ
そ
う
で
す
。
小
学
校
の
時
に
伊
吹
山

１
３
７
７
メ
ー
ト
ル
に
登
っ
て
以
来
、
二

度
と
山
登
り
は
ご
め
ん
だ
と
思
っ
て
き
ま

し
た
が
、
こ
れ
く
ら
い
な
ら
い
け
る
か
も
。

　

能
登
川
博
物
館
の
杉
浦
さ
ん
と
、
元
学

芸
員
の
山
本
さ
ん
の
案
内
の
も
と
、
ふ
も

と
の
鳥
居
に
集
合
し
て
颯
爽
と
ハ
イ
キ
ン

グ
開
始
。
道
端
に
は
古
墳
が
た
く
さ
ん
あ

り
、
入
っ
て
み
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
少

し
そ
れ
る
と
苔
む
し
た
巨
大
な
磐い
わ
く
ら座
。
あ

た
り
に
は
冬
い
ち
ご
の
実
が
な
り
、
む
か

ご
も
あ
り
、
紅
葉
も
い
ま
が
盛
り
。
な
ん

て
素
晴
ら
し
い
ス
ポ
ッ
ト
な
ん
で
し
ょ
う
。

岩船神社でお参り湧き水で疲れを癒します 冬いちご 船の形をした石

　

と
こ
ろ
が
、
中
腹
の
石
段
か
ら
北
向

十
一
面
観
音
を
目
指
し
て
登
り
始
め
る

と
、
小
さ
な
階
段
が
思
っ
た
よ
り
ハ
ー

ド
。
登
っ
て
も
登
っ
て
も
上
が
見
え
ま

せ
ん
。
ペ
ー
ス
も
遅
く
な
り
後
ろ
の
人

に
ど
ん
ど
ん
抜
か
さ
れ
ま
す
。
こ
ん
な

に
し
ん
ど
い
の
私
だ
け
？
見
回
す
と
毎

日
登
っ
て
い
る
ら
し
き
お
年
寄
り
が
。

皆
さ
ん
「
こ
ん
に
ち
は
」
と
に
こ
や
か

に
挨
拶
。
や
っ
ぱ
り
私
に
は
山
登
り
は

無
理
！
も
う
あ
か
ん
、
と
思
っ
た
と
き
、

ふ
と
横
に
「
急
坂
を
息
を
切
ら
し
て
登

り
き
て
観
音
さ
ま
に
会
う
ぞ
嬉
し
き
」

と
歌
碑
が
。
ま
さ
に
絶
妙
の
タ
イ
ミ
ン

グ
。
最
後
の
力
を
振
り
絞
っ
て
登
り
ま

す
。
す
る
と
頂
上
が
見
え
て
き
ま
し
た
！

　

山
頂
に
は
社
が
あ
り
、
奥
に
小
さ
な

十
一
面
観
音
が
お
ら
れ
ま
す
。
地
元
の

人
が
毎
日
登
っ
て
お
線
香
を
あ
げ
て
お

ら
れ
、
丁
寧
に
手
入
れ
を
さ
れ
て
い
る

の
が
分
か
り
ま
す
。
そ
し
て
頂
上
か
ら

の
見
晴
ら
し
の
素
晴
ら
し
い
こ
と
！
北

に
向
か
っ
て
能
登
川
の
田
ん
ぼ
と
干
拓

地
、
琵
琶
湖
が
広
が
り
ま
す
。
空
気
が

澄
ん
で
い
れ
ば
対
岸
ま
で
く
っ
き
り
と

見
え
る
と
の
こ
と
。
11
月
に
は
北
か
ら

や
っ
て
く
る
鷹
の
渡
り
も
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
反
対
側
は
永
源
寺
、
鈴
鹿

の
山
並
み
が
。
鈴
鹿
か
ら
の
伏
流
水
が

こ
の
山
で
止
め
ら
れ
て
回
り
込
み
、
瓜

生
川
に
な
る
そ
う
で
す
。
こ
の
地
形
な

ら
よ
く
分
か
り
ま
す
。

　

運
動
不
足
の
私
に
は
ハ
ー
ド
な
道

の
り
で
し
た
が
、
普
通
の
人
に
は
何

て
こ
と
は
な
い
ハ
イ
キ
ン
グ
。
現
に

私
以
外
の
７
人
は
軽
々
と
登
っ
て
お

り
ま
し
た
。
お
百
度
参
り
を
さ
れ
る

方
や
、
運
動
の
た
め
に
登
る
妊
婦
さ

ん
、
頂
上
に
は
た
く
さ
ん
の
名
前
を

記
し
た
ノ
ー
ト
が
あ
り
ま
し
た
。
皆

さ
ん
も
東
近
江
の
穴
場
ス
ポ
ッ
ト
、

猪
子
山
に
登
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。（
Ｙ
）

古墳！

頂上からの眺めは最高！美味しいコーヒーと麓で
買ったエクレレさんのエクレアで一服 やさしいお顔の観音様

歌碑に励まされ…

磐座（いわくら）
巨石がある神聖な場所

どこまでもどこまでも
続くつらい階段…

この階段がつらい！

←五個荘 →能登川

頂上は絶景！
繖山への縦走もできます

晴れた日には

猪子山に登ろう

おつかれさまでした！



エ
ク
レ
レ　

 

笑
顔
と
美
味
し
さ
を
エ
ク
レ
ア
に
詰
め
て　

  

能
登
川
地
区
に
あ
る
、
エ
ク
レ
ア

と
焼
き
菓
子
の
お
店
「
エ
ク
レ
レ
」。

軽
度
の
障
が
い
を
持
つ
人
が
、
き
ち

ん
と
し
た
お
給
料
を
も
ら
っ
て
、
生

き
が
い
を
感
じ
な
が
ら
働
け
る
居
場

所
を
作
ろ
う
と
、
２
０
１
４
年
に
社
会

福
祉
法
人
蒲
生
野
会
さ
ん
が
オ
ー
プ
ン

さ
れ
ま
し
た
。
お
し
ゃ
れ
な
店
内
に
入

る
と
、
長
細
く
て
ス
マ
ー
ト
な
色
と
り

ど
り
の
エ
ク
レ
ア
が
ず
ら
り
。「
お
し
ゃ

れ
な
女
性
が
、
自
分
の
た
め
に
買
っ
て

帰
り
た
く
な
る
も
の
を
つ
く
り
た
い
」

と
い
う
想
い
か
ら
、
食
べ
や
す
く
、
イ

ン
パ
ク
ト
の
あ
る
形
に
な
っ
た
そ
う
。

ま
た
、
他
の
人
と
シ
ェ
ア
し
て
色
ん
な

味
を
楽
し
め
る
よ
う
に
と
、
エ
ク
レ
ア

と
一
緒
に
木
の
ナ
イ
フ
を
付
け
て
く
れ

る
心
づ
か
い
も
。

　

ス
タ
ッ
フ
の
方
に
お
話
を
伺
う
と
、

「
作
業
は
大
変
だ
が
、
エ
ク
レ
ア
や
お
菓

子
が
売
れ
て
い
く
様
子
が
見
え
る
の
が

嬉
し
い
。
そ
れ
が
や
り
が
い
に
も
つ
な

が
る
ん
で
す
」
と
の
こ
と
。
取
材
の
日

も
平
日
に
も
関
わ
ら
ず
、
幅
広
い
世
代

の
方
が
、
男
女
問
わ
ず
買
い
に
来
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
一
番
人
気
の
「
チ
ョ
コ

バ
ナ
ナ
」
味
は
、
細
か
く
カ
ッ
ト
し
た

バ
ナ
ナ
に
ひ
と
つ
ず
つ
チ
ョ
コ
レ
ー
ト

を
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
し
て
か
ら
エ
ク
レ
ア

に
は
さ
ん
で
い
る
と
の
こ
と
。
こ
う
し

た
手
間
を
お
し
ま
な
い
、
お
い
し
さ

へ
の
こ
だ
わ
り
が
人
気
の
秘
密
で
す
。

　

エ
ク
レ
ア
を
作
り
、
販
売
し
、
お

客
様
が
喜
ん
で
買
っ
て
い
か
れ
る
様

子
を
見
て
、
自
信
に
つ
な
が
る
。
障

が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
共
に
成

長
し
あ
え
る
素
敵
な
空
間
が
そ
こ
に

は
あ
り
ま
し
た
。

西村　俊さん
（エクレレ・パティシエ）

にしむら　　　しゅん

東近江市垣見町 754
[月～土 ] 10:00～ 20:00 [日 ] 10:00～ 19:00
※いずれも売り切れ次第終了
☎ 0748-43-6225        水曜定休

　　　東近江のおすすめはどこ？

右
／
西
村
俊
さ
ん　

左
／
ス
タ
ッ
フ
の
方

question
太郎坊さん

菜の花から、広がる、つながる「わ」
東近江から全国へ、そして福島へ

　

一
面
の
菜
の
花
畑
を
見
る
と
、
つ
い
足
を

と
め
て
し
ま
い
ま
せ
ん
か
。
黄
色
い
可
憐
な

花
は
、見
る
人
の
心
を
癒
し
ま
す
。
そ
の
「
菜

の
花
」
で
ま
ち
お
こ
し
を
し
て
い
る
の
が
、

愛
東
地
区
で
「
菜
の
花
エ
コ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

に
取
り
組
む
み
な
さ
ん
で
す
。

　

昭
和
50
年
代
の
琵
琶
湖
の
赤
潮
発
生
と
せ

っ
け
ん
運
動
を
き
っ
か
け
に
廃
食
油
か
ら
バ

イ
オ
燃
料
を
つ
く
る
取
り
組
み
が
広
が
っ
た

愛
東
地
区
。
１
９
９
８
年
、
安
心
安
全
な
食

べ
も
の
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
地
元
で
作
ろ
う
！

と
菜
の
花
エ
コ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
た
ち
あ
げ

ら
れ
ま
し
た
。
下
中
野
営
農
組
合
協
力
の
も

と
休
耕
田
、
転
作
の
田
を
利
用
し
た
菜
の
花

づ
く
り
が
本
格
的
に
始
ま
り
ま
し
た
。 

　

最
初
は
失
敗
続
き
。
菜
種
は
１
日
水
に
浸

か
っ
て
し
ま
う
と
８
割
が
育
ち
ま
せ
ん
。
均

等
に
種
を
ま
か
な
か
っ
た
た
め
茎
が
細
く
な

っ
た
り
、
雑
草
が
生
え
て
種
の
選
別
が
困
難

に
な
る
こ
と
も
。
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な

が
ら
徐
々
に
軌
道
に
乗
り
始
め
、
下
中
野
町

だ
け
で
な
く
百
済
寺
本
町
、
鯰
江
町
な
ど
菜



種
の
栽
培
は
地
域
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し

た
。
こ
う
し
て
地
域
と
行
政
が
ひ
と
つ
に

な
っ
て
菜
の
花
で
地
元
を
盛
り
上
げ
る
気

運
が
高
ま
る
中
、
活
動
の
拠
点
と
な
る

「
あ
い
と
う
エ
コ
プ
ラ
ザ
菜
の
花
館
」
が

２
０
０
５
年
に
誕
生
し
、
よ
り
多
く
の
菜

種
油
が
安
定
的
に
生
産
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。 

　

菜
種
を
搾
る
魅
力
は
、「
無
駄
が
な
い
」

こ
と
。
菜
種
の
重
さ
の
３
割
は
菜
種
油
に
、

残
り
は
、
油
か
す
と
し
て
良
質
の
有
機
肥

料
に
な
り
ま
す
。
使
用
後
の
廃
油
は
粉
せ

っ
け
ん
や
Ｂ
Ｄ
Ｆ
（
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル

燃
料
）
と
し
て
再
利
用
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

菜
の
花
を
植
え
る
こ
と
で
、
Ｃ
Ｏ
２
を
吸

収
す
る
だ
け
で
な
く
、
休
耕
田
等
の
有
効

利
用
に
な
り
、
環
境
に
も
人
に
も
優
し
い

循
環
サ
イ
ク
ル
が
確
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

菜
の
花
を
地
域
づ
く
り
の
き
っ
か
け
に

し
た
い
と
、
現
在
で
は
各
都
道
府
県
に
菜

の
花
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
存
在
。
２
０
１
５

年
４
月
に
は
、
東
近
江
市
で
第
15
回
全
国

菜
の
花
サ
ミ
ッ
ト
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

各
地
か
ら
多
く
の
方
が
集
ま
り
、
共
に

学
ぶ
機
会
と
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
東
日
本
大
震
災
以
降
、
福

島
で
は
菜
の
花
を
植
え
る
活
動
が
行
わ

れ
て
お
り
、
毎
年
東
近
江
市
か
ら
も

多
く
の
方
が
参
加
し
て
い
ま
す
。
菜
の

花
を
植
え
る
こ
と
で
、
津
波
の
影
響
を

受
け
、
塩
害
等
で
放
置
さ
れ
て
い
た
農

地
の
有
効
利
用
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
菜
の
花
の
咲
き
誇
る
様
子
は
人
々

の
心
を
癒
し
て
く
れ
ま
す
。
現
在
で
は
、

福
島
の
高
校
生
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
ラ
ベ

ル
の
菜
種
油
が
販
売
さ
れ
る
ま
で
に
な

り
、
復
興
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。 

　

子
ど
も
や
孫
の
世
代
に
、
美
し
い
琵

琶
湖
を
残
し
た
い
と
い
う
想
い
か
ら
、

資
源
循
環
型
社
会
の
モ
デ
ル
と
し
て

活
動
を
続
け
て
い
る
菜
の
花
エ
コ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
。
未
来
へ
の
想
い
は
こ
れ
か

ら
も
菜
の
花
と
と
も
に
広
が
っ
て
い
き

ま
す
。

▲ あいとうエコプラザ 菜の花館

▼ BDF で動くカート▼ 福島での種まき

菜種油 「菜ばかり」 は、 あいとうマーガレットステーション以外で

も、 購入できる場所があります。 他にも、 粉せっけんや油かす

肥料など活動から生まれた商品があります。 詳しくは下記まで。

ＮＰＯ法人　愛のまちエコ倶楽部
東近江市妹町 70 番地 （あいとうエコプラザ菜の花館）

☎ 0749-46-8100　　　FAX : 0749-46-8288

火曜、 祝日定休

菜の花エコプロジェクトから生まれた東近江資源循環システム。

菜の花を植えることで CO2 が吸収され、 収穫した菜種から、 食用油と油かす肥料を生産。

更に使い終わった油はせっけんやバイオ燃料に生まれ変わります。

この循環サイクルが評価され、 全国に菜の花エコプロジェクトが広まる要因となりました。

あいとう直売館
東近江市妹町 184-1

☎ 0749-46-1110

５～１１月無休　　１２～４月火曜定休

販売スタッフのみなさん

菜種油「菜ばかり」
スタッフも愛用しています！
地元の野菜と相性バツグン。

愛東生まれの菜種油
「菜ばかり」をぜひ買いに来てね

道の駅 あいとうマーガレットステーション



東近江のおすすめはどこ？

湖東三山ですかね。この辺りの田んぼ

のある風景も好きです。

question

金き
ん

壽じ
ゅ

堂ど
う  

鋳い

物も
の

師し　

西に
し

堀ぼ
り  

淳あ
つ
し  

さ
ん

金
き ん

壽
じ ゅ

堂
ど う

東近江市長町 273　☎ 0749 - 45 - 0003

　

東
近
江
で
梵ぼ

ん

鐘し
ょ
うが
作
ら
れ
て
い
る
の
を
ご

存
知
で
す
か
？
湖
東
地
区
の
長お

さ
ち
ょ
う町
に
あ
る
金き

ん

壽じ
ゅ

堂ど
う

で
は
、
釣
鐘
な
ど
の
鋳い

物も
の

が
作
ら
れ
て

い
ま
す
。
鋳
物
に
適
し
た
土
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
、
か
つ
て
こ
の
辺
り
で
は
鋳ち

ゅ
う
ぞ
う造
業
が

さ
か
ん
で
し
た
が
、
今
で
は
県
内
は
も
と
よ

り
全
国
的
に
も
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
中
で
鋳
物
師
と
な
っ
た
西
堀
淳
さ

ん
。
会
社
に
入
っ
て
３
年
は
、
職
人
が
作
っ
た

も
の
を
仕
上
げ
る
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ

の
後
、
実
際
に
鋳
造
を
す
る
職
人
に
な
っ
て
１

年
。
驚
い
た
の
は「
何
も
か
も
が
手
作
業
な
ん

で
す
。（
型
に
使
う
）
土
も
練
っ
て
乾
か
し
て
。

出
来
あ
が
っ
た
ら
土
を
砕
い
て
乾
か
し
て
」。

　

梵
鐘
は
、
お
寺
な
ど
で
よ
く
見
る
２
尺
ほ
ど

の
大
き
さ
の
も
の
だ
と
２
、３
ヵ
月
か
け
て
制

作
さ
れ
ま
す
。
準
備
も
大
変
で
、
何
ト
ン
も
の

銅
や
錫す

ず

な
ど
の
材
料
を
用
意
し
、
大
き
い
も
の

に
な
る
と
、
吹
く（
型
に
金
属
を
流
し
こ
む
）
作

業
に
３
、４
人
の
人
手
が
必
要
に
な
り
ま
す
。「
た

だ
入
れ
る
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
速
く
入
れ
な
い

と
。
ゆ
っ
く
り
入
れ
る
と
だ
め
な
ん
で
す
」。
金

属
は
１
２
０
０
〜
１
３
０
０
度
の
適
温
で
。
ち
ょ

っ
と
し
た
こ
と
が
音
や
強
度
に
影
響
し
ま
す
。

　

師
匠
は
熟
練
の
職
人
・
奥
田
正し

ょ
う

治じ

さ
ん
。「
尊

敬
で
き
る
師
匠
で
す
。
妥
協
す
る
こ
と
が
な
い
。

大
変
な
の
は
、
覚
え
る
こ
と
。
人
も
い
な
い
で

す
し
。
奥
田
さ
ん
の
技
を
盗
ん
で
、
自
分
一
人

に
な
っ
て
も
困
ら
ん
よ
う
に
必
死
で
覚
え
て
ま

す
。
覚
え
る
こ
と
ば
っ
か
り
で
す
ね
」。

　

梵
鐘
の
注
文
は
年
間
で
も
少
な
く
、
他
に
は

銅
像
や
、
祭
り
で
使
う
祭

ま
つ
り

鉦か
ね

、
仏
堂
の
軒
に
吊

る
さ
れ
る
鰐わ

に

口ぐ
ち

な
ど
色
々
な
も
の
を
作
っ
て
い

ま
す
。
今
、
会
社
の
職
人
は
西
堀
さ
ん
を
含
め

３
人
。
入
社
時
よ
り
も
少
な
い
で
す
が
、
西
堀

さ
ん
は「
ほ
ん
と
に
お
も
し
ろ
い
仕
事
で
す
よ
。

自
分
一
人
で
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
い

い
で
す
よ
ね
。『
自
分
で
作
っ
た
ん
や
で
』
っ

て
言
え
ま
す
し
」。
と
梵
鐘
や
鋳
造
の
魅
力
を
、

た
く
さ
ん
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

↑  700年も前から受け継がれる技
術。会社に残る ,大正時代の職人
たちの写真。

←  足元の土は、型として昔から何百
年も使われています。「使い捨てじゃ
ない。土は財産ですね」。

→  梵鐘の上部『龍
りゅう

頭
ず

』の木型。
２つ型を取って合わせます。型と
土があればいくつでもできる。こ
の型も古くから使われているそう。

↓  土ではなく特殊な砂ででき
た型。薬品を入れると固まり
ます。木型から型をとります。

↓  鋳込み。材料の銅と錫
すず

を入れ、
溶かします。配合は企業秘密。

→  師匠の奥田さん。黙々
と作業されていました。

→  装飾をつける部分は薄くしなくては
なりません。難しい技術が必要です。

→  字の型は『打ち字』と言います。
細かな装飾や文字は後から付けます。

↑  梵鐘は『外型』と『中
なか

子
こ

（中型）』の二つの型を
組み合わせ、その隙間に溶かした金属を流し込みま
す。「音を一番に考えて作っています。昔から伝統で
伝わっている、銅と錫

すず

の配合で音ができています」。

東近江で

伝統を受け継ぐ



東近江のおすすめはどこ？

（茶レン茶ーのみなさん）政所町の茶畑の風景

question

若
者
の
茶
づ
く
り
に
よ
る

未
来
づ
く
り

東
近
江
の 

お
茶

政ま

ん

所
ど
こ
ろ

茶ち

ゃ

レ
ン
茶゙
ー

　

滋
賀
は
日
本
茶
の
発
祥

の
地
で
あ
る
と
も
言
わ

れ
、
お
茶
と
古
く
か
ら
関

わ
り
が
あ
り
ま
す
。
東
近

江
で
も
、
奥
永
源
寺
地
域

の
政
所
や
そ
の
下
流
の
愛

東
地
域
で
お
茶
が
栽
培
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、
今
熱

い
東
近
江
の
お
茶
に
ま
つ

わ
る
人
や
場
所
を
ご
紹
介

し
ま
す
。政

まん

所
どころ

茶
ちゃ

レン茶
ヂャ

ー゙
問合せ　彦根市八坂町 2500
　　　　滋賀県立大学内
mail・mandokoro.challenger@gmail.com
HP・http://mandocorochallenge.wix.com
          /challenger

其
の
１

　

６
月
上
旬
、
政
所
茶
の
摘
み
取
り
作

業
の
中
に
、
若
者
の
声
が
響
き
ま
す
。

彼
ら
は「
政
所
茶
レ
ン
茶
゛

ー
」
と
い
う

名
で
滋
賀
県
立
大
学
生
を
中
心
に「
お

茶
づ
く
り
を
通
し
て
、
地
域
の
方
と
ふ

れ
あ
い
、地
域
の
良
さ
や
課
題
に
触
れ
、

そ
の
解
決
策
を
探
る
」
こ
と
を
目
的
と

し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

授
業
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
奥
永

源
寺
地
域
の
政
所
町
を
訪
れ
、
集
落
を

歩
く
中
で
耕
作
放
棄
さ
れ
た
茶
畑
を
目

に
し
、「
私
た
ち
も
お
茶
づ
く
り
を
し

て
み
た
い
」
と
地
元
の
方
に
提
案
。
責

任
を
持
っ
て
長
期
的
に
作
業
を
す
る
な

ら
、
と
貴
重
な
茶
畑
を
借
り
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
農
作
業
も
初
心
者
の
メ

ン
バ
ー
ば
か
り
で
し
た
が
、
地
元
の
方

た
ち
に
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
、
肥
料

入
れ
や
草
取
り
か
ら
茶
摘
み
ま
で
１
年

を
通
し
て
茶
畑
の
作
業
を
実
践
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
製
茶
し
た
お
茶
は
、
自

分
た
ち
で
パ
ッ
ケ
ー
ジ
デ
ザ
イ
ン
か
ら

袋
詰
め
ま
で
行
い
、
県
内
外
の
イ
ベ
ン

ト
で
販
売
し
て
い
ま
す
。

　

若
者
の
茶
づ
く
り
か
ら
奥
永
源
寺
地

域
の
未
来
づ
く
り
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

「宇治は茶所、茶は政所」と詠
うた

われてい
るように、全国に名の知れたお茶です。
寒暖差があり、霧が発生しやすい政所は
茶に適しており、栽培がすすめられまし
た。香りがよく苦味の中にほのかな甘み
がある政所茶は、品種化されていない在
来種のお茶です。現在は担い手の減少な
どで、大変希少なお茶となっています。

「政
まん

所
どころ

茶
ちゃ

」って？

ヂ 

ャ

茶レン茶ーのお茶をお求めの方はメール

または HP にてお問合せください！



　

五
個
荘
地
区
の
中
山
道
近
く
に
あ

る
古
民
家
が
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
カ
フ
ェ

に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。
元
は
店
主

の
坪
田
操み

さ
お

さ
ん
の
嫁
ぎ
先
で
、
お
米
屋

さ
ん
で
し
た
。
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
時
は

家
を
開
放
し
、
作
品
の
展
示
や
お
茶
を

出
し
た
り
し
て
お
り
、
そ
の
と
き
の
お

客
さ
ん
に「
こ
の
空
間
い
い
ね
」
と
言

わ
れ「
色
々
な
人
が
集
え
る
場
所
に
し

た
い
」
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

準
備
を
す
る
中
で
、
自
信
を
つ
け

よ
う
と
日
本
茶
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー

の
資
格
も
取
得
し
、
茶
道
も
10
年
続

け
て
い
る
坪
田
さ
ん
。「
お
茶
を
一
服

飲
む
だ
け
で
も
癒
さ
れ
る
。
お
も
て

な
し
の
気
持
ち
、
道
具
や
歴
史
も
奥

が
深
い
。
そ
こ
が
お
茶
の
魅
力
で
す
」。

お
客
さ
ん
に「
ゆ
っ
く
り
で
き
る
」「
落

ち
つ
く
」
と
言
っ
て
も
ら
う
と
、
こ
こ

で
や
っ
て
よ
か
っ
た
と
感
じ
ま
す
。

　

今
後
は
子
ど
も
た
ち
に
も
日
本
茶

を
体
験
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。「
日
本
茶
の
こ
と
を
学
ぶ
機

会
っ
て
な
い
で
す
よ
ね
。
温
か
い
お

茶
を
飲
ん
で
、
お
茶
の
葉
が
広
が
る

と
こ
ろ
を
見
て
ほ
し
い
で
す
ね
」。

　

緑
茶
色
の
の
れ
ん
を
く
ぐ
る
と
、
安

ら
ぎ
を
感
じ
る
空
間
が
広
が
る「
く
つ

ろ
ぎ
茶
・
幸
」。
日
本
茶
を
は
じ
め
、
日

本
の
紅
茶
や
中
国
茶
な
ど「
茶
」
の
味

わ
い
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
カ
フ
ェ

で
す
。
店
主
の
前
田
美
左
恵
さ
ん
は
、

以
前
か
ら
お
茶
好
き
だ
っ
た
こ
と
が
カ

フ
ェ
を
始
め
た
き
っ
か
け
だ
と
話
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
い
ざ
始
め
よ
う
と

思
っ
た
と
き
、
お
茶
の
こ
と
を
あ
ま
り

知
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
茶
の
知
識

を
深
め
る
た
め
、
日
本
茶
の
イ
ン
ス
ト

ラ
ク
タ
ー
の
資
格
を
取
得
し
た
の
だ
そ

う
。
前
田
さ
ん
に
、
お
い
し
い
お
茶
の

飲
み
方
を
聞
く
と
、「
お
茶
に
も
個
性

が
あ
り
、
そ
の
個
性
を
知
る
こ
と
」
だ

そ
う
で
す
。
お
茶
の
個
性
を
知
る
と
、

そ
れ
に
あ
っ
た
湯
の
温
度
や
蒸
ら
す
時

間
が
わ
か
り
、
そ
れ
が
お
い
し
さ
を
引

き
出
す
こ
と
に
つ
な
が
る
と
お
っ
し
ゃ

い
ま
す
。

　
「
く
つ
ろ
ぎ
茶
・
幸
」。
名
前
の
と
お

り
く
つ
ろ
げ
る
空
間
の
中
で
、
胸
が
ほ

ん
わ
か
と
温
か
く
な
る
お
茶
の
や
さ
し

い
味
わ
い
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
場

所
で
す
。

太郎坊さんを下から上っていき、頂上から見た景色。

東近江のおすすめはどこ？question

太郎坊さんかな。本殿までの長い階段や大きな夫婦岩。

折々に歩いてきて、それぞれにいい思い出になりました。

東近江のおすすめはどこ？question

ほ
ん
わ
か 
ほ
っ
こ
り

や
す
ら
ぎ
空
間

茶さ

ろ
ん 

坪つ

ぼ

六ろ

く

く
つ
ろ
ぎ
茶ち

ゃ

・
幸さ

ち

一つ一つ、違った木を使った一点ものの椅子。

どの木を使用したのかわかるように札がつい

ています。細かいところにも気配りが。

中山道からほど近い道沿いにあります。

オープンは2014 年の初夏。

「お煎茶と季節のお菓子」。お庭を眺めながらお茶をいただけます。

お茶にあったお菓子がセットのカフェメニュー。

スープを中心としたランチメニューも人気です。

お肉を利用するときはお茶を仕込みに使い、柔

らかくし、うま味を引き出しているそうです。

「水と温度と量と待つ時間を変えるとおいし

く飲めます。成分をいっぱい持っているので

引き出すといろいろ楽しめます」。

お茶のおいしさを引き出すには、まずは、「60℃」のお湯で淹れて

みること。少しぬるめに感じる人もいるかもしれないけれど、こ

の温度が味を確かめるのに最適です。

くつろぎ茶
ち ゃ

・幸
さ ち

東近江市八日市町 10-4
☎ 0748 - 56 - 1068
月曜・第 3 火曜定休

気
軽
に
お
茶
を

楽
し
め
る
サ
ロ
ン

茶
さ

ろん   坪
つぼ

六
ろく

東近江市宮荘町 141-1
☎ 0748 - 48 - 2067
月・火・水曜定休

其
の
３

其
の
２

☆上記の 2店舗の店主は、東近江市商工会主催の　　　　　　　「女性のための創業塾」第 2期生です。



　

午
後
６
時
、
徐
々
に
賑
わ
う
境
内
。
地
元

の
方
、外
国
人
、長
年
通
っ
て
い
る「
フ
ァ
ン
」

の
姿
が
見
え
る
。
気
が
つ
け
ば
100
人
を
超
え

て
い
る
で
あ
ろ
う
見
物
人
。
見
物
位
置
を
確

保
す
る
の
も
大
変
で
あ
る
。
周
り
に
は
町
内

の
重
鎮
の
方
々
が
袴
姿
で
構
え
る
。
午
後
７

時
頃
、
主
役
で
あ
る
若
衆
が
羽
織
袴
姿
で
登

場
し
、「
酒
式
」
と
呼
ば
れ
る
伝
統
的
な
宴

会
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
粛
々
と
行
わ
れ
る

儀
式
。
時
折
大
き
な
声
で「
酒
の
燗
」
と
発

せ
ら
れ
る
た
び
、
周
囲
に
緊
張
が
走
る
。

「
バ
ン
、
バ
ン
、
バ
ン
」

　

突
然
若
者
の
一
人
が
畳
を
強
く
叩
く
。
会

場
の
緊
張
が
最
高
潮
に
達
す
。
同
時
に
明
か

り
が
消
え
、
暗
闇
の
中
で
太
鼓
が
響
き
渡
る
。

「
ダ
ン
ダ
ン
ダ
ン
ダ
ン
」

　

若
衆
は
一
斉
に
ふ
ん
ど
し
姿
と
な
り
、
暗

闇
の
中
で「
チ
ョ
ウ
チ
ャ
イ
、
チ
ョ
ウ
チ
ャ

イ
」
と
独
特
の
掛
け
声
を
発
し
、
互
い
の
上

に
登
り
合
い
、
３
ｍ
の
高
さ
の
梁
に
く
く
り

つ
け
ら
れ
た
エ
ゴ
ノ
キ
に
餅
を
付
け
た「
マ

ユ
玉
」
を
奪
い
合
う
。

　

緊
張
が
漂
っ
て
い
た
会
場
か
ら
は
歓
声
や

悲
鳴
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
音
が
飛
び
交
う
。
そ
の

場
に
い
た
も
の
す
べ
て
が
寒
さ
を
忘
れ
、
体

か
ら
湯
気
を
出
す
ふ
ん
ど
し
姿
の
若
衆
に
釘

付
け
に
な
る
。

　

１
月
１１
日
夜
、
西に

し
い
ち
の
べ

市
辺
に
あ
る
法
徳
寺
で
裸

ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
ま
つ
り
は
平
安

後
期
、
鎌
倉
時
代
か
ら
伝
わ
る
と
さ
れ
る
伝
統

行
事
。
滋
賀
県
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
、
東
近

江
市
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に
も
な
っ
て
お

り
、
法
徳
寺
薬
師
堂
と
そ
の
む
か
い
の
若
宮
神

社
で
行
わ
れ
る
宮
座
行

事
の
一
つ
で
あ
る
。
ふ
ん
ど
し
姿
の
集
落
の
若

者
が
３
ｍ
の
高
さ
の
梁
に
く
く
り
つ
け
ら
れ
た

「
マ
ユ
玉
」
を
奪
い
勝
ち
取
っ
た
者
は
そ
の
年

の
良
縁
に
恵
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

今
回
も
仲
間
の
肩
に
乗
り
梁
に
よ
じ
登
ろ
う

と
し
た
り
、
そ
れ
を
床
に
引
き
ず
り
落
と
し
た

り
と
い
っ
た
激
し
い
攻
防
が
10
分
ほ
ど
繰
り
広

げ
ら
れ
、
地
元
の
会
社
員
の
森
琢
眞
さ
ん
が
勝

ち
取
っ
た
。「
今
年
こ
そ
取
ろ
う
と
思
っ
て
い

た
。
幸
せ
な
年
に
し
た
い
。
取
っ
た
マ
ユ
玉
は

近
所
や
競
り
合
っ
た
仲
間
に
も
配
り
、
幸
せ
を

分
け
あ
い
た
い
」
と
笑
顔
で
話
し
て
く
れ
た
。

　

ふ
ん
ど
し
姿
で
マ
ユ
玉
を
と
り
あ
う
若
衆
。

周
り
を
囲
む
町
内
の
重
鎮
、
か
つ
て
の
若
衆
。

そ
し
て
、
見
守
る
見
物
人
。
伝
統
が
受
け
継
が

れ
る
瞬
間
が
こ
こ
に
あ
っ
た
。

西市辺裸まつり

西
市
辺
裸
ま
つ
り

西
市
辺
の
法
徳
寺
薬
師
堂
（
市
辺
駅
か
ら
南
東
へ

徒
歩
15
分
）
で
１
月
第
２
日
曜
に
行
わ
れ
る
。

西
市
辺
裸
ま
つ
り
保
存
会　

代
表　

中
村
さ
ん
（
☎
０
７
４
８
―
２
２
―
６
３
９
０
）



　

い
つ
も
着
物
姿
が
印
象
的
な
加
藤
華
子
さ
ん
。　

子
ど
も
の
頃
を
八
日
市
や
五
個
荘
な
ど
東
近
江

で
過
ご
し
て
こ
ら
れ
た
華
子
さ
ん
は
、
大
津
に

あ
っ
た
女
子
師
範
学
校
を
卒
業
後
、
建
部
と
八

日
市
の
小
学
校
等
で
４
年
間
教
鞭
を
と
ら
れ
ま

し
た
。
長
女
の
出
産
を
機
に
退
職
さ
れ
、
３
人

の
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る
中
、
革
細
工
や
木
彫

り
な
ど
様
々
な
こ
と
を
嗜
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

あ
る
時
、
志
村
ふ
く
み
さ
ん
の
本
の
中
で
出

合
っ
た
の
は
『
60
歳
に
な
っ
た
ら
、
今
ま
で
し

た
こ
と
全
部
捨
て
て
し
ま
い
な
さ
い
』
と
い
う

言
葉
。
そ
れ
に
感
銘
を
受
け
華
子
さ
ん
は「
も
し
、

今
ま
で
楽
し
ん
で
き
た
も
の
を
捨
て
た
ら
、
私

に
何
が
残
る
だ
ろ
う
」と
考
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、

ふ
と
ひ
ら
め
い
た
の
が
、『
孫
と
と
も
に
遊
ぶ
た

め
の
お
も
ち
ゃ
作
り
』
で
し
た
。
細
部
ま
で
丁

寧
に
、
遊
び
心
た
っ
ぷ
り
に
作
ら
れ
た
布
お
も

ち
ゃ
や
、
布
絵
本
。
小
さ
な
子
ど
も
た
ち
と
の

遊
び
の
中
で
、
不
思
議
な
ほ
ど
ア
イ
デ
ア
が
次
々

と
う
か
び
、
数
々
の
作
品
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

東近江のおすすめはどこ？

仲右衛門さんの公園。幼い頃よく遊び

にいった思い出の場所のひとつです。

五個荘の川並地区、繖山の山麓（結神

社側）に昭和初期造られた公園で、当

時は全国各地を訪れた当主（塚本仲右

衛門）が心にとどめた名所・名園がミ

ニチュアで造成されていました。（現在

は「紅葉公園」として、紅葉や自然散策を

楽しめる場所になっています）

question

　
『
ポ
ケ
ッ
ト
の
本
』
と
名
づ
け
ら
れ
た
布
絵
本

は
、ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
の
詩『
ポ
ケ
ッ
ト
の
う
た
』

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
。
女
の
子
、
犬
、
布
絵
本

の
な
か
の
登
場
人
物
は
み
ん
な
大
事
な
ポ
ケ
ッ

ト
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
の
ぞ

く
と
、
す
て
き
な
宝
物
が
あ
ふ
れ
て
き
ま
す
。

華
子
さ
ん
自
身
、
幼
い
頃
に
石
な
ど
き
れ
い
な

も
の
を
み
つ
け
る
と
何
で
も
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
に

入
れ
て
し
ま
う
く
せ
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
絵

本
で
遊
び
な
が
ら
、
ひ
も
の
結
び
方
や
ボ
タ
ン

の
留
め
方
な
ど
、
い
ろ
ん
な
体
験
が
で
き
る
工

夫
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
捨
て
る
前
に
、
何
か
役
立
て
て
み
よ
う
」。
捨

て
ら
れ
る
寸
前
だ
っ
た
端
切
れ
を
、
独
特
の
形

を
活
か
す
絵
本
に
し
た
り
、
切
り
取
っ
た
後
の

布
を
木
の
枝
に
見
立
て
た
り
、
擦
り
切
れ
た
布

も
、
使
え
る
部
分
に
刺
繍
を
ほ
ど
こ
し
て
、
繕

っ
て
。
華
子
さ
ん
の
手
に
か
か
れ
ば
ど
ん
な
も

の
で
も
、
素
敵
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。
布
絵

本
や
布
お
も
ち
ゃ
の
材
料
に
は
、
着
古
し
た
子

ど
も
服
た
ち
が
大
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　
「
子
ど
も
の
お
も
ち
ゃ
に
は
、
ど
こ
か
に
遊
び

が
な
い
と
」
と
仰
る
華
子
さ
ん
。
そ
の
ル
ー
ツ

に
あ
っ
た
の
は
幼
い
頃
親
し
ん
だ
雑
誌
「
コ
ド

モ
ノ
ク
ニ
」
に
載
っ
て
い
た
武
井
武
雄
の
絵
で

し
た
。
そ
の
絵
は
、
た
く
さ
ん
の
鳥
が
描
か
れ

て
い
て
も
、
ひ
と
つ
と
し
て
同
じ
も
の
は
な
い
、

何
べ
ん
見
て
も
発
見
が
あ
る
も
の
だ
っ
た
そ
う
。

華
子
さ
ん
の
布
絵
本
に
も
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に

ハ
ッ
と
目
を
み
は
る
工
夫
と
発
見
が
あ
り
ま
す
。

　

30
年
前
、
７
人
の
孫
た
ち
の
た
め
に
生
ま
れ

た
布
絵
本
や
布
お
も
ち
ゃ
た
ち
。
今
で
は
そ
れ

は
、
７
人
の
曾
孫
た
ち
の
宝
物
に
な
り
ま
し
た
。

曾
孫
た
ち
が
遊
ん
で
い
る
と
、
孫
が
、「
そ
う
い

え
ば
、
あ
れ
が
あ
っ
た
は
ず
や
」
と
、
か
つ
て

自
分
が
親
し
ん
だ
お
も
ち
ゃ
を
探
す
こ
と
も
あ

る
の
だ
と
か
。　

　

モ
ノ
を
捨
て
ず
に
、
よ
み
が
え
ら
せ
、
丁
寧

に
暮
ら
す
こ
と
。「
本
当
は
捨
て
た
い
ん
で
す
け

ど
ね
」
と
笑
う
華
子
さ
ん
。
受
け
継
い
で
い
き

た
い
大
切
な
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ポケットの中からはビスケットが！ズボン部分は
お孫さんの着古した服を活かしています。

大きな犬を散歩させるおじいさん。もらった
端切れの独特の形を活かして生まれた絵本。



　佐子 都さん（本町商店街にて三方良品をスタート。３児のお母さん）

　横川 由貴さん（能登川地区にて保育ルームわかばを 2014 年スタート。１児のお母さん）

　西村 宏美さん（蒲生長峰団地にて、きらり整体院を経営。４児のお母さん）

　ボディエアー・ベンジャミンさん（2014 年 1 月から 1 年間育休を取得。２児のお父さん）

　西村 静恵さん（専業主婦をしながら、近江八幡市でひとつぶてんとう園を運営。２児のお母さん）

コーディネーター　　森田初枝さん（蒲生地区まちづくり協議会）

西村 静恵さん

親として、この子と向き合わなければならないと

気づいたその一週間後に仕事を辞めました。

森
田
：
私
が
皆
さ
ん
の
年
の
頃
に
は
、
田
舎
は
三
、

四
世
代
同
居
が
当
た
り
前
で
、
子
守
り
は
年
寄
り
が

担
っ
て
く
れ
、
何
か
あ
れ
ば
経
験
ゆ
た
か
な
者
た
ち

が
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
く
れ
た
の
で
す
が
、
楽
な
反

面
．
思
い
通
り
に
自
分
の
子
育
て
が
で
き
な
い
悩
み

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
今
の
人
生
を
選
ば
れ

た
背
景
を
も
う
少
し
詳
し
く
教
え
て
下
さ
い
。

西
村
静
：
私
に
は
７
歳
と
３
歳
の
子
ど
も
が
い
る
の

で
す
が
、
上
の
子
を
妊
娠
し
て
１
歳
に
な
る
ま
で
は
、

保
育
園
に
預
け
て
働
い
て
い
ま
し
た
。
朝
６
時
半
く

ら
い
に
は
出
か
け
て
夜
８
時
過
ぎ
ま
で
働
く
生
活
の

中
で
、
子
ど
も
を
大
人
の
リ
ズ
ム
で
動
か
し
て
し
ま

っ
て
い
ま
し
た
。
仕
事
の
疲
れ
を
子
ど
も
に
ネ
グ
レ

ク
ト
（
無
関
心
）
と
い
う
形
で
ぶ
つ
け
て
し
ま
っ
て

も
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
人
生
は
、
空
気
を
読
ん

だ
り
人
の
顔
色
を
伺
う
こ
と
が
多
く
て
、
自
分
の
本

音
を
出
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
ス
ト

レ
ス
が
子
ど
も
に
向
か
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
も
と

を
た
ど
れ
ば
、
親
に
対
し
て
も
っ
と
自
分
を
わ
か
っ

て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
が
あ
る
日
、
保
育
園
に
向
か
う
車
の
中
で
、
子

ど
も
が
自
分
の
頭
を
ず
っ
と
叩
き
続
き
て
止
め
て
も

や
め
な
い
姿
を
見
て
、
気
づ
か
せ
て
も
ら
っ
た
の
が
、

私
も
こ
の
子
の
親
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で

す
。
私
は
親
と
し
て
、
こ
の
子
と
向
き
合
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
気
づ
い
た
そ
の
１
週
間
後
に
仕
事
を

辞
め
て
、
専
業
主
婦
に
な
り
ま
し
た
。
何
か
あ
る
た

び
、
あ
の
時
の
気
持
ち
に
立
ち
返
り
、
自
分
の
気
持

ち
を
大
事
に
し
な
が
ら
毎
日
を
生
き
て
い
ま
す
。

ベ
ン
：
私
は
ア
メ
リ
カ
出
身
で
す
。
１
人
目
の
子
ど

も
は
、
朝
比
奈
先
生
（
助
産
院
）
の
と
こ
ろ
で
、
幸

せ
な
お
産
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
妻
と
子
ど

も
を
ケ
ア
す
る
た
め
に
、
休
み
を
取
ろ
う
と
会
社
に

交
渉
す
る
と
、
休
み
は
２
日
間
し
か
取
れ
な
い
と
言

わ
れ
ま
し
た
。
調
べ
た
と
こ
ろ
、
実
は
い
ろ
い
ろ
制

度
が
あ
る
っ
て
い
う
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
そ

の
時
は
悩
ん
で
結
局
休
み
を
取
ら
な
か
っ
た
ん
だ

け
ど
、
今
回
２
人
目
で
長
女
も
い
た
の
で
、
男
性
で

も
１
年
間
育
児
休
業
が
と
れ
る
制
度
を
活
用
し
よ
う

と
、
会
社
と
話
し
合
い
ま
し
た
。
自
分
が
家
族
を
幸

せ
に
で
き
な
き
ゃ
、
幸
せ
に
働
け
な
い
。
幸
せ
に
働

け
な
い
と
、
い
い
仕
事
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を

　「命を大切にそだてるまち東近江　幸せを支える仕組み」　2014 年 12 月 20 日開催 （会場 ： てんびんの里文化学習センター）

　　　■基調講演 ： 「女性が幸せと感じること」 朝比奈順子さん （朝比奈助産院）

　　　■パネルディスカッション 「いろいろあっていいよね対談」　より　

パネラー

森
田
：
自
己
紹
介
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

佐
子
：
私
は
、
八
日
市
本
町
に
あ
る
東
近

江
の
セ
レ
ク
ト
シ
ョ
ッ
プ
「
三
方
良
品
」

で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
働

い
て
い
ま
す
。

横
川
：
能
登
川
地
区
で
、
保
育
ル
ー
ム
わ

か
ば
を
始
め
ま
し
た
。
今
年
の
３
月
ま
で

保
育
園
で
働
い
て
い
ま
し
た
。
夏
に
出
産

し
た
ば
か
り
の
新
米
マ
マ
で
す
。

西
村
宏
：
蒲
生
地
区
で
、
自
宅
に
て
「
き

ら
り
整
体
院
」
を
開
業
し
て
３
年
に
な
り

ま
す
。
４
人
の
子
ど
も
の
子
育
て
中
で
す
。

ベ
ン
：
今
育
児
休
業
を
取
っ
て
、
妻
と
一

緒
に
下
の
息
子
の
面
倒
を
み
て
い
ま
す
。

普
段
は
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
仕
事
を
し
て
い
る

の
で
、
一
日
中
子
ど
も
と
接
し
て
い
る
の

が
、
辛
か
っ
た
り
楽
し
か
っ
た
り
し
ま
す
。

西
村
静
：
専
業
主
婦
で
す
。
や
り
た
い
こ
と
、

必
要
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
産

後
マ
ミ
ー
ケ
ア
や
青
空
保
育
「
ひ
と
つ
ぶ

て
ん
と
う
園
」
を
運
営
し
て
い
ま
す
。

（　） （　）

（　）



　

整
体
院
の
中
で
そ
れ
ら
を
活
か
せ
る
よ
う
に
、

講
座
な
ど
を
開
い
て
き
ま
し
た
。
３
年
た
っ
た
今
、

少
し
ず
つ
人
の
輪
が
つ
な
が
り
か
け
て
い
る
の
を

感
じ
ま
す
。

横
川
：
大
学
を
出
て
か
ら
、
無
我
夢
中
で
働
い
て
い

た
の
で
、
自
分
の
た
め
に
時
間
を
か
け
る
こ
と
が

で
き
な
く
て
、
結
婚
し
て
か
ら
子
ど
も
を
欲
し
い

と
思
い
な
が
ら
も
２
回
の
流
産
を
経
験
し
ま
し
た
。

こ
の
仕
事
の
準
備
を
は
じ
め
た
と
き
、
３
回
目
の
妊

娠
が
わ
か
り
、無
事
出
産
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

一
時
預
か
り
を
す
る
保
育
ル
ー
ム
を
始
め
た
理
由

は
、
幼
稚
園
で
６
年
保
育
園
で
２
年
働
い
た
経
験
が

大
き
く
て
、
お
母
さ
ん
が
ど
う
し
て
も
必
要
な
と

き
に
子
ど
も
を
預
け
ら
れ
る
場
所
が
周
り
に
な
く
、

保
護
者
の
方
か
ら
も
そ
う
い
っ
た
声
を
聞
い
て
い

て
、
子
育
て
を
し
ん
ど
い
と
思
わ
ず
に
、
み
ん
な

が
助
け
て
く
れ
る
場
が
あ
れ
ば
思
っ
た
か
ら
で
す
。

自
宅
の
一
室
で
保
育
ル
ー
ム
を
始
め
た
理
由
は
、
初

め
て
の
場
所
に
来
た
子
ど
も
が
不
安
に
な
ら
な
い

よ
う
に
、
お
友
達
の
家
に
遊
び
に
行
く
よ
う
な
感

覚
で
来
て
も
ら
え
る
場
所
を
作
り
た
い
と
思
っ
た

か
ら
で
し
た
。
始
め
よ
う
と
思
っ
た
と
き
に
は
妊

娠
は
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
い
つ
か

自
分
が
子
育
て
を
す
る
時
に
は
、
子
ど
も
の
成
長

を
近
く
で
見
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

佐
子
：
私
も
皆
さ
ん
と
同
じ
で
、
３
歳
ま
で
は
自

分
で
育
て
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
り
ま
し
た
が
、

育
て
て
い
く
に
つ
れ
て
、
社
会
と
繋
が
っ
て
い
な
い

な
と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
早
く
に
結
婚

し
た
の
で
、周
り
の
友
達
は
ま
だ
遊
ん
で
い
る
の
に
、

わ
た
し
は
子
ど
も
が
い
る
か
ら
帰
ら
な
あ
か
ん
と

い
う
こ
と
が
あ
っ
て
。
で
も
、
子
ど
も
は
わ
た
し

の
こ
と
が

100
％
大
好
き
で
。
な
の
に
、
こ
ん
な
こ

と
を
感
じ
て
し
ま
う
自
分
が
嫌
で
。
わ
た
し
は
マ

マ
友
づ
き
あ
い
が
す
ご
く
苦
手
で
、
団
体
で
し
ゃ

べ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
だ
け
で
、
プ
レ
ッ
シ

ャ
ー
に
な
る
く
ら
い
自
分
が
追
い
込
ま
れ
て
い
て
。

自
分
が
落
ち
込
ん
で
い
る
の
を
見
る
と
、
子
ど
も

ま
で
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
悪
循
環
が
続
い

て
い
ま
し
た
。外
で
働
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、

子
ど
も
が
い
る
か
ら
ど
う
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た

ら
、
こ
の
７
月
に
「
三
方
良
品
」
を
オ
ー
プ
ン
す

西村宏美さん

話
し
て
、
理
解
を
得
ら
れ
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
や

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
こ
ん
な
制
度
は
な
い
。
先
端
を

い
く
ド
イ
ツ
で
も
３
ヶ
月
く
ら
い
で
す
。
親
と
離

れ
て
暮
ら
す
僕
た
ち
に
と
っ
て
、
素
晴
ら
し
い
制

度
で
す
。
で
も
こ
の
制
度
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

会
社
の
人
事
の
人
で
も
知
ら
な
い
人
が
い
っ
ぱ
い

い
る
。
安
心
し
て
働
け
る
環
境
が
あ
れ
ば
、
皆
い

い
仕
事
が
で
き
る
。
制
度
が
広
ま
り
、
効
率
を
重

視
し
た
考
え
が
浸
透
し
て
い
け
ば
い
い
で
す
ね
。

森
田
：
参
考
ま
で
に
、
今
回
調
べ
た
と
こ
ろ
、
日

本
の
男
性
の
育
児
休
業
の
取
得
と
い
う
の
は
２
．

６
％
く
ら
い
で
、
期
間
は
２
週
間
く
ら
い
が
６
割

だ
そ
う
で
す
。
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
さ
ん
は
、
ど
う
し

て
こ
の
制
度
を
知
ら
れ
た
ん
で
す
か
？

ベ
ン
：
公
務
員
の
友
達
に
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

で
も
、
人
事
の
人
に
き
い
て
も
教
え
て
く
れ
な
い

し
、
自
分
で
調
べ
な
い
と
い
け
な
か
っ
た
。
出
産

の
時
も
そ
う
で
、
病
院
で
３
時
間
待
ち
で
、
診
療

は
３
分
く
ら
い
で
、
あ
か
ん
や
ろ
こ
れ
は
、
と
。

ネ
ッ
ト
で
調
べ
、
自
然
な
お
産
を
実
践
し
て
い
る

助
産
師
の
朝
比
奈
先
生
に
出
会
え
た
こ
と
が
家
族

の
転
機
に
な
り
ま
し
た
。

西
村
宏
：
私
は
ず
っ
と
専
業
主
婦
で
し
た
が
、
10

年
く
ら
い
整
体
の
仕
事
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
た

ん
で
す
。
３
番
目
の
子
が
生
ま
れ
て
三
ヶ
月
く
ら

い
の
と
き
に
、
子
ど
も
た
ち
に
は
「
何
で
も
や
っ

て
み
」
と
言
っ
て
た
の
に
、
自
分
で
は
何
も
や
っ

て
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
て
。
わ
た
し
や
り
た
い

こ
と
や
ら
な
く
っ
ち
ゃ
、
変
わ
っ
て
い
か
な
く
ち

ゃ
と
、一
歩
踏
み
出
し
て
資
格
を
取
り
に
行
き
、「
き

ら
り
整
体
院
」
を
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
自
宅
で

仕
事
を
し
よ
う
と
し
た
理
由
は
、
子
ど
も
た
ち
を

家
で
「
お
帰
り
」
と
言
っ
て
迎
え
て
あ
げ
た
か
っ

た
か
ら
で
す
。
専
業
主
婦
の
と
き
、
子
育
て
で
イ

ラ
イ
ラ
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
ん
な
時
に

ち
ょ
っ
と
自
分
が
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
場
が
あ
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
整
体
院
に
は
子
ど
も

と
い
っ
し
ょ
に
来
て
も
ら
っ
て
、
こ
こ
で
充
電
し

て
元
気
に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。

お
母
さ
ん
た
ち
と
話
す
中
で
思
っ
た
こ
と
は
、
皆

さ
ん
特
技
や
資
格
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
の
に
活
か

す
場
が
な
い
の
か
な
と
い
う
こ
と
で
す
。

ボディエアー・ベンジャミンさん

自分が家族を幸せにできなきゃ、幸せに働けない。

幸せに働けないと、いい仕事ができない。

子どもたちには「何でもやってみ」と言ってたのに、自分

では何もやってないことに気がつき、変わらなくちゃって。

（　）



る
か
ら
お
給
料
は
で
え
へ
ん
け
ど
、
あ
ん
た
は
そ

こ
に
毎
日
行
き
な
さ
い
と
主
人
が
き
っ
か
け
を
く

れ
ま
し
た
。「
三
方
良
品
」
は
、
東
近
江
の
若
い
農

家
さ
ん
が
作
っ
て
い
る
農
作
物
や
、
手
作
り
の
雑

貨
を
取
り
扱
っ
て
い
る
セ
レ
ク
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
す
。

こ
こ
で
扱
っ
て
い
る
農
作
物
は
無
農
薬
で
、
無
化

学
肥
料
か
、
肥
料
を
与
え
て
い
て
も
低
化
学
肥
料

で
す
。
誰
が
、
ど
う
い
う
思
い
で
作
っ
て
い
る
の

か
が
わ
か
り
ま
す
。
雑
貨
も
、
お
母
さ
ん
た
ち
が

作
っ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
と
同
じ
よ
う
に
社
会
と

の
つ
な
が
り
が
持
て
て
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

い
う
気
持
ち
を
持
っ
た
方
も
、
作
っ
た
雑
貨
を
手

に
取
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
ま
た
社
会
と
の
つ
な

が
り
を
持
て
、
皆
が
笑
顔
に
な
っ
て
も
ら
え
る
よ

う
に
と
活
動
し
て
い
ま
す
。
月
に
１
回
開
催
す
る

「
や
つ
な
ぎ
マ
ル
シ
ェ
」
は
、
雑
貨
の
作
家
さ
ん
や

農
家
さ
ん
に
対
面
販
売
し
て
も
ら
お
う
と
始
め
ま

し
た
。
人
の
輪
が
ど
ん
ど
ん
繋
が
っ
て
行
く
よ
う

な
場
と
な
り
、
み
ん
な
が
笑
顔
に
な
れ
る
ま
ち
づ

く
り
の
一
端
を
担
え
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

森
田
：
皆
が
幸
せ
に
な
る
た
め
に
は
、
包
容
力
の

あ
る
町
、
や
さ
し
い
町
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
う

の
で
す
が
、
ど
う
し
て
い
っ
た
ら
い
い
と
思
わ
れ

ま
す
か
？

西
村
静
：
い
ろ
ん
な
情
報
が
溢
れ
る
中
で
、
必
要

な
の
は
選
択
す
る
力
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
こ

う
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
こ
う
言
っ
た

ら
ど
う
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
と
か
、
そ
う
い
う
こ

と
を
基
準
に
選
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
と
て

も
多
い
よ
う
な
気
が
し
て
。
子
育
て
支
援
と
か
い

ろ
い
ろ
あ
っ
て
も
、
選
び
取
る
力
が
な
け
れ
ば
意

味
が
な
い
な
と
わ
た
し
は
思
い
ま
す
。

ベ
ン
：
妻
が
育
児
で
24
時
間
長
女
と
一
緒
に
い
る

よ
う
に
な
っ
た
時
、
朝
は
娘
と
一
緒
に
い
て
妻
を

手
伝
い
な
が
ら
、
フ
レ
ッ
ク
ス
制
度
と
い
う
形
で

出
社
時
間
を
ず
ら
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、
周

囲
の
理
解
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
日
本
に
は
「
十

人
十
色
」
と
い
う
素
晴
ら
し
い
言
葉
が
あ
る
け
れ

ど
、
人
間
だ
か
ら
色
ん
な
生
き
方
が
あ
る
。
ち
が

う
価
値
観
や
仕
事
の
や
り
方
を
皆
が
認
め
ら
れ
る

と
、
う
ま
く
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。

佐
子
：
幸
せ
な
町
づ
く
り
に
必
要
な
の
は
、
お
母

横川由貴さん佐子都さん

子育てをしんどいと思わずに、みんなが助けてくれる場所

があればと思って、保育ルームをはじめました。
幸せな町づくりに必要なのは、お母さんの笑顔。そうじゃ

ないと、やっぱり子どもも家族も笑顔になれない。

（　）

さ
ん
の
笑
顔
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
、
や
っ
ぱ
り
子

ど
も
も
家
族
も
笑
顔
に
な
れ
へ
ん
し
、
子
ど
も
と

い
る
時
間
は
必
要
や
と
思
う
け
ど
、
自
分
が
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
で
き
る
ん
や
っ
た
ら
、
仕
事
に
い
っ
て

保
育
園
に
預
け
た
っ
て
い
い
と
思
う
し
、
お
母
さ

ん
や
か
ら
、
奥
さ
ん
や
か
ら
と
い
う
の
を
取
っ
払

っ
て
「
わ
た
し
は
こ
う
生
き
て
い
き
た
い
」
と
い

う
の
が
女
の
人
も
男
の
人
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

西
村
宏
：
お
母
さ
ん
っ
て
母
、
妻
、
社
会
人
と
色

ん
な
顔
が
あ
り
、
小
さ
い
子
が
い
る
と
特
に
気
の

休
ま
る
時
間
が
な
い
し
、
一
人
で
子
育
て
は
無
理

で
す
。
皆
が
助
け
て
欲
し
い
時
は
助
け
て
っ
て
言

え
る
環
境
が
整
っ
て
い
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

病
院
っ
て
産
ん
で
し
ま
っ
た
あ
と
、
何
に
も
分
か

ら
な
い
の
に
放
り
出
さ
れ
て
し
ま
う
状
態
に
な
る

の
で
、
子
育
て
に
つ
い
て
色
々
情
報
が
あ
る
と
悩

ま
ず
に
す
ん
だ
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

横
川
：
娘
が
で
き
て
か
ら
娘
を
通
じ
た
お
母
さ
ん

同
士
の
つ
な
が
り
が
新
鮮
で
し
た
。
同
じ
悩
み
を

持
っ
て
て
、
一
緒
な
ん
や
と
安
心
で
き
て
。
つ
な

が
れ
る
場
は
大
切
。
今
は
待
機
児
童
の
多
さ
が
問

題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
保
育
ル
ー
ム
や
小
さ
い

園
が
多
数
あ
っ
て
、
０
．
１
．
２
歳
の
時
は
小
さ

い
所
に
預
け
て
、
３
歳
以
上
に
な
っ
た
ら
、
大
き

い
園
に
と
い
う
よ
う
な
選
択
が
で
き
る
と
、
預
け

る
側
も
働
く
側
に
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

森
田
：
西
村
さ
ん
の
「
ひ
と
つ
ぶ
て
ん
と
う
園
」

で
は
青
空
保
育
を
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。

西
村
静
：
幼
稚
園
、
保
育
園
を
否
定
し
な
い
で
す
が
、

そ
れ
以
外
の
形
が
あ
っ
て
も
い
い
か
な
と
。
親
も

一
緒
に
、
山
や
畑
に
行
っ
た
り
冒
険
し
た
り
し
て

い
ま
す
。
お
母
さ
ん
が
笑
う
と
、
子
ど
も
も
笑
う
。

自
然
の
中
に
入
る
と
、
も
の
さ
し
が
役
に
立
た
な

く
な
る
ん
で
す
よ
ね
。
親
子
が
対
等
に
な
る
。
自

然
の
中
で
子
ど
も
と
向
き
合
う
こ
と
が
、
三
つ
目

の
選
択
肢
に
な
る
と
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

森
田
：
子
ど
も
た
ち
が
10
年
後
も

100
年
後
も
ず
っ

と
笑
顔
で
い
て
く
れ
る
た
め
に
は
、
皆
さ
ん
一
人

一
人
が
幸
せ
に
な
っ
て
も
ら
わ
な
く
て
は
い
け
な

い
し
、
そ
れ
を
支
え
る
の
は
、
こ
の
町
に
住
む
全

て
の
者
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
対
談
が
幸
せ

な
町
づ
く
り
の
ス
タ
ー
ト
に
な
り
ま
す
よ
う
に
。

（　）

（　）



　　つどいの広場  えがお

住所：東近江市蒲生堂町328-252
☎：0748-56-1057
開催日：月、木、金 10:00～15:00

住所：八日市本町 17-17
営業日：月、火、木、金（9:00 ～ 13:00）
https://www.facebook.com/sanporyouhin

　

蒲
生
長
峰
団
地
内
に
、
子
育
て
中
の
お
母
さ

ん
が
集
ま
る
場
所
、「
つ
ど
い
の
広
場
『
え
が
お
』」

が
あ
り
ま
す
。「
え
が
お
」
で
は
、「
こ
こ
に
来

ら
れ
る
人
す
べ
て
の
人
が
笑
顔
に
」
を
モ
ッ
ト

ー
に
、
お
母
さ
ん
も
子
ど
も
も
楽
し
め
る
場
を

作
っ
て
い
ま
す
。
季
節
の
イ
ベ
ン
ト
や
ベ
ビ
ー

マ
ッ
サ
ー
ジ
、
料
理
教
室
、
子
育
て
勉
強
会
な

ど
を
開
催
し
て
い
ま
す
。「
長
峰
団
地
は
、
ほ
か

の
町
か
ら
来
ら
れ
た
方
が
多
く
、
そ
う
い
っ
た

お
母
さ
ん
た
ち
が
孤
立
せ
ず
、
つ
な
が
り
あ
え

る
場
に
し
た
か
っ
た
」
と
、
代
表
の
西
川
さ
ん
。

保
護
者
の
方
か
ら
も
、「
引
っ
越
し
て
き
た
ば
っ

か
り
で
不
安
だ
っ
た
が
、
こ
こ
で
知
り
合
い
に

な
り
、
町
で
出
会
っ
て
も
声
を
か
け
て
も
ら
え

た
こ
と
や
友
達
に
な
れ
た
こ
と
が
う
れ
し
か
っ

た
」
と
い
う
声
も
聞
か
れ
ま
し
た
。
子
育
て
中

の
不
安
や
疲
れ
は
誰
も
が
感
じ
る
こ
と
。
だ
か

ら
こ
そ
、「
一
人
じ
ゃ
な
い
」
と
思
え
る
場
所
が

必
要
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
え
が
お
」
は
、

い
つ
で
も
誰
で
も
迎
え
て
く
れ
る
、
そ
ん
な
安

心
感
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

　

通
り
に
面
し
た
木
箱
に
は
、
朝
採
れ
た
ば
か

り
の
新
鮮
な
野
菜
が
ず
ら
り
。
野
菜
た
ち
は
、

地
元
の
農
家
の
方
が
無
農
薬
や
減
農
薬
で
、
環

境
に
も
体
に
も
配
慮
し
て
作
っ
た
も
の
。
こ
の

他
、
愛
東
産
の
天
然
菜
種
油
「
菜
ば
か
り
」
や
、

地
元
作
家
の
方
が
作
ら
れ
た
か
わ
い
い
布
小
物
、

手
作
り
の
ス
イ
ー
ツ
も
あ
り
ま
す
。「
今
ま
で
に

な
い
、
地
域
密
着
型
の
セ
レ
ク
ト
シ
ョ
ッ
プ
で

す
。
ぜ
ひ
東
近
江
の
い
い
も
の
を
皆
さ
ん
に
手

に
と
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
佐
子
さ
ん
。
東

近
江
の
素
敵
が
あ
ふ
れ
る
お
店
で
す
。

普段は、5 組から15 組ぐらいの親子が一緒に遊んでいます。
少人数だからこそ、ゆったり過ごすことができます。

地元の食材を使った月2 回の
ランチの日は、大人気です。

地域子育て支援拠点「つどいの広場」は、市内に5か所あり、

それぞれの地域の特色に合わせて活動中です。

 ［東近江市HP］

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000002895.html

産後マミーケア。緑町診療所での出産、自宅出産、母乳育児サポート等。
住所：東近江市八日市緑町 17-5　☎ 0748-23-6276

能登川駅から車で５分。５人以下の少人数保育、一時保育（時間預かり）。
http://hoikuroomwakaba.jp　☎ 090-5678-2423（平日 8:00～ 20:00）

産後骨盤矯正、一般整体等。お子様連れ歓迎。
http://ameblo.jp/kirariseitai/　住所：東近江市宮川町 244-101　☎ 0748-26-2933

「おむすびとけがは自分持ち」。近江八幡市北之庄沢や西の湖等をフィールド
とした青空保育活動。
http://hitoten.net　☎ 090-8208-0423（西村静恵）

ぐるりの家 （朝比奈助産院）

保育ルーム  わかば

きらり整体院

ひとつぶてんとう園

東近江市地域子育て支援拠点事業



　

背
の
高
い
木
々
が
涼
し
い
木
陰
を
作
る

大お
お
ず
い水
児
童
公
園
。
ゆ
る
や
か
な
小
川
の
中

に
は
飛
び
石
が
あ
り
、
木
に
は
タ
イ
ヤ
の

ブ
ラ
ン
コ
が
。
手
作
り
の
木
の
遊
具
が
遊

び
心
を
く
す
ぐ
る
こ
の
公
園
が
、「
八
日
市

☆
冒
険
遊
び
場
」
の
活
動
場
所
で
す
。

　

今
か
ら
８
年
ほ
ど
前
、
子
供
た
ち
が
外

遊
び
す
る
姿
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
に

気
づ
い
た
大
人
た
ち
が
「
じ
ゃ
あ
、
ゲ

ー
ム
よ
り
面
白
い
ワ
ク
ワ
ク
す
る
遊
び

場
を
作
っ
て
や
ろ
う
」
と
、
近
く
に
あ

っ
た
こ
の
公
園
の
改
造
を
始
め
ま
し

た
。
当
時
は
ツ
ツ
ジ
ば
か
り
で
見
通
し

の
悪
い
場
所
で
し
た
が
、
梅
や
グ
ミ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
苗
木
を
も
ら
っ
て
植
え
た
り
、
廃
材
を

譲
り
受
け
て
小
屋
を
作
っ
た
り
、
み
ん
な

の
手
で
少
し
ず
つ
魅
力
溢
れ
る
遊
び
場
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

冒
険
遊
び
場
の
理
念
は
、「
自
分
の
責
任

で
自
由
に
遊
ぶ
」
と
い
う
こ
と
。「
ケ
ガ
と

弁
当
は
自
分
持
ち
」
で
す
。
あ
る
も
の
は

使
い
、
な
い
も
の
は
作
っ
て
と
こ
と
ん
遊

ぶ
。
最
初
は
心
配
げ
に
傍
で
見
て
い
た
親

た
ち
も
、
だ
ん
だ
ん
離
れ
て
子
ど
も
を
見

守
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
そ
う
で
す
。
こ

こ
に
来
る
と
、
家
族
だ
け
で
な
く
、
い
ろ
ん

な
大
人
や
大
学
生
た
ち
が
子
ど
も
を
見
て
く

れ
る
の
も
、
大
き
な
魅
力
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

遊
び
場
が
で
き
た
ば
か
り
の
頃
、
小
学

生
だ
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
も
う
中
学
生

に
。
今
で
は
中
学
生
た
ち
だ
け
で
や
っ
て

き
て
、
水
遊
び
す
る
姿
も
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
そ
う
。「
子
ど
も
た
ち
が
戻
っ
て

き
て
く
れ
て
い
る
」。
代
表
で
あ
り
設
立
に

関
わ
っ
た
村
山
弘
晃
さ
ん
は
、
嬉
し
そ
う

に
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

晴
れ
た
日
に
は
公
園
に
集
ま
っ
て
、
大

人
も
子
ど
も
も
ク
タ
ク
タ
に
な
る
ま
で
遊

ぼ
う
！
冒
険
遊
び
場
は
、
皆
が
自
由
に
な

れ
る
場
所
で
す
。　

プレーパーク

月2 回 （第 3日曜日、第 4土曜日）

０歳から100 歳まで誰でも

ちびぱーく

毎週金曜日 （４～１２月）　

乳幼児の親子対象

八日市☆冒険遊び場

☎ 090 - 4307 - 6685

（村山弘晃さん）　

時
間
が
な
い
な
ら
つ
く
れ
ば
い
い

場
所
が
な
い
な
ら
つ
く
れ
ば
い
い

友
だ
ち
が
い
な
い
な
ら
つ
く
れ
ば
い
い



　

『
お
さ
と
さ
ん
』
と
は
五
個
荘

出
身
の
女
性
『
塚
本
さ
と
』
の
こ

と
。
地
元
の
人
か
ら
は
親
し
み
を

込
め
て
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。

　

塚
本
さ
と
は
「
商
家
の
女
性
」

「
女
学
校
の
創
設
者
」
と
し
て
有

名
で
す
が
、
残
さ
れ
た
資
料
や
逸

話
か
ら
は
、
温
か
な
人
柄
や
、
慎

ま
し
く
丁
寧
な
暮
ら
し
ぶ
り
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。　

　

特
に
自
ら
記
し
た
『
姑

し
ゅ
う
と

の
餞せ

ん

別べ
つ

』

と
い
う
衣
食
住
に
つ
い
て
の
手
引

書
に
は
、
く
ら
し
の
知
恵
が
具
体

的
に
書
か
れ
て
お
り
、
現
代
に
も

通
ず
る
１
冊
で
す
。

　

お
さ
と
さ
ん
か
ら
世
代
を
超
え

て
贈
ら
れ
た
『
姑
の
餞
別
』
か
ら
、

丁
寧
に
生
活
す
る
こ
と
を
少
し
で

も
感
じ
取
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

『
姑
の
餞
別
』は
、塚
本
さ
と
48
歳
の
と
き
に
、

主
婦
と
し
て
の
経
験
な
ど
を
自
ら
ま
と
め
、
書

き
記
し
た
も
の
。
早
く
に
母
を
亡
く
し
た
さ
と

は
、
自
分
は
教
え
て
も
ら
え
な
か
っ
た
く
ら
し

の
知
恵
を
将
来
の
嫁
の
た
め
に
残
し
た
い
と
筆

を
と
り
ま
し
た
。
昭
和
六
年
に
は
淡
海
高
等
女

学
校
か
ら
発
行
さ
れ
、
教
え
子
た
ち
に
も
広
く

読
ま
れ
ま
し
た
。

「ていねいに生きる」を知る

おさとさん
からの贈り物

し
ゅ
う
と

せ
ん 

べ
つ

て
ん
び
ん
お
か
き

「
ど
ろ
亀
」
と
は
？

　
　
　

 

か
き
も
ち

　
　
　

ど
ろ
亀が

め

汁

か
き
も
ち
は
現
在
『
て
ん
び
ん
お
か
き
』
の
名
で
、

五
個
荘
の
名
産
品
と
な
っ
て
い
ま
す
。
カ
ラ
フ
ル

で
か
わ
い
ら
し
く
、
味
は
ヨ
モ
ギ
や
ニ
ッ
キ
、
梅

干
し
や
ゴ
マ
な
ど
。
無
添
加
で
、
五
個
荘
生
活
改

善
実
行
グ
ル
ー
プ
の
方
た
ち
に
よ
っ
て
、
寒
仕
込

み
で
丁
寧
に
手
作
り
さ
れ
て
い
ま
す
。

由
来
は
泥
の
中
に
亀
の
甲
羅
が
の
ぞ

い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か

ら
。
塚
本
家
で
夏
ば
て
防
止
に
作
ら

れ
ま
し
た
。
近
江
商
人
博
物
館
に
は

サ
ン
プ
ル
や
『
姑
の
餞
別
』
刊
本
の

現
物
も
あ
り
、
泥
亀
汁
の
ペ
ー
ジ
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

材
料 

餅
米
７
、８
日
～
10
日
ば
か
り
、
水
に

ひ
た
し
置
き
、
４
升

し
ょ
う

を
１ひ

と

臼う
す

分
と
す
る
。

白
米
を
水
に
ひ
た
し
た
ら
干
の
よ
い
米
は
１

升
が
１
升
５
合
に
な
る
。
干
の
悪
い
の
は
１

升
が
１
升
４
合
に
な
る
。

１
臼
に
生
豆
の
粉
（
大
豆
を
乾
燥
さ
せ
て
粉
に
し

た
も
の
）
凡お

よ

そ
１
勺

し
ゃ
く

５
才
、
水
あ
め
５
勺
、
塩

８
勺
入
れ
る

●
（
蒸
し
て
）
搗つ

き
あ
げ
て
重
（
重
箱
と
思
わ
れ
る
）

に
入
れ
、
あ
く
る
日
の
夕
方
に
粉
を
は
ら
い
、

上
下
に
か
え
し
て
元
の
よ
う
に
重
に
入
れ
、

３
、４
日
し
て
大
き
く
割
る
、
５
、６
日
よ
り

小
き
り
し
て
干
す
。
１
臼
の
ま
ま
を
鉋

か
ん
な

に
て

つ
く
時
も
あ
り
、（
か
ん
な
の
方
が
）
早
い
け
れ

ど
、
手
切
の
方
が
風
味
よ
し
と
い
う
。

種
類　

※
１
臼
に
対
し
て
以
下
の
分
量

白
豆
入
…
豆
１
升
を
入
れ
る
時
に
は
、
餅
米

少
し
減
ら
し
て
よ
し
。
前
日
に
い
り
て
ひ
き

わ
る
。

黒
豆
は
５
合
…
２
、３
日
前
に
蒸
し
て
干
し
置

材
料 

胡ご

麻ま

３
勺
、
辛
味
噌
30
匁

も
ん
め

（
白
粥
或あ

る

い

は
少
々
入
れ
て
磨す

る
）、
水
１
升

し
ょ
う

、
茄な

子す

５
ツ

●
胡
麻
を
煎い

っ
て
擂す

り

鉢ば
ち

で
よ
く
す
る
。
そ

の
中
へ
味
噌
を
加
え
る
。
よ
く
す
っ
た
所

へ
水
を
と
か
し
鍋
に
入
れ
て
た
く
。

●
茄
子
は
皮
を
む
き
半
分
又
は
適
当
（
な
大

き
さ
）
に
切
り
、（
皮
目
の
方
に
）
縦
横
に
切

り
目
を
入
れ
て
煮
る
。
そ
の
形
が
亀
に
似

て
い
る
の
で
泥
亀
と
い
う
。

い
て
入
れ
る
。
小
き
り
（
小
さ
く
切
る
と
）、
豆

ぬ
け
ず
し
て
よ
し
。

ご
ま
…
白
黒
と
も
凡
そ
３
合

黒
砂
糖
…
凡
そ
１
斤
よ
り
１
斤
半
ま
で

桂け
い

枝し

(

ニ
ッ
キ)

… 

代
金
に
て
凡
そ
百
文
ば

か
り(

目
方
に
て
１
臼
凡
そ
18
匁)

青
の
り
…
代
金
に
て
凡
そ
１
朱
半
ば
か
り
、

火
取
り
粉
末
に
し
て
入
れ
る(

目
方
に
て
１
臼
凡

そ
30
匁 

※
し
か
し
、
時
の
高
下
も
あ
り)

唐と
う

黍き
び

…
す
っ
て
皮
を
と
り
、
黍
３
升
に
餅
米

１
升
の
割
合

粟あ
わ

…
粟
３
升
に
餅
米
１
升
の
割
合

献上品のかきもちを焼く様子

『
姑
の
餞
別
』
よ
り
レ
シ
ピ
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
よ
り
原

文
に
近
い
形
で
読
ん
で
い
た
だ
こ
う
と
注
釈
は
最
低
限

と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
少
し
読
み
に
く
い
で
す
が
、

当
時
の
人
の
気
持
ち
に
な
っ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
！

１升
しょう

＝１０合＝約１．８ℓ

１合
ごう

＝１０勺

１勺
しゃく

＝１０才

1 才
さい

＝約１．８ﾐﾘℓ

１斤
きん

＝１６０匁＝約６００ｇ

１匁
もんめ

＝３．７５ｇ

※ 文、 朱はお金の単位

【単位参考】

                Tsukamoto Sato

お
さ
と
さ
ん
か
ら
教
わ
る

　

ふ
る
さ
と
の
味
①

お
さ
と
さ
ん
か
ら
教
わ
る

　

ふ
る
さ
と
の
味
②

( ひとつまみ )



「ハルカ ・ エイティ」　　

姫野カオルコ （文藝春秋）

「冬虫夏草」　　

梨木香歩 （新潮社）

　1902 年、滋賀県のとある町で生

まれたハルカは、何事も楽しむこと

のできる前向きな性格です。父親が

校長先生であることから、学校で注

目されることが負担でしたが、やが

て自身も小学校教師となります。20

歳のころに見合い結婚をして夫の

実家がある大阪で暮らしはじめます

が、軍人である夫は出征し、街には

戦争の影が…。戦前・戦中・戦後と

いう激動の時代をたくましく生き抜

くハルカの人生を追います。著者自

身が学生時代に過ごした八日市と思

われる町が舞台の一つとして描かれ

ています。（山下）

　ほんの百年すこしまえのはなし、

主人公は京都の疏水ちかくに住む

文士・綿貫征四郎。前作『家守綺譚』

ではサルスベリに惚れられたり亡友

の幽霊と交遊したりといった毎日を

送っていた彼が、ある日能登川駅に

降り立ちます。頼れる愛犬・ゴロー

がどうもこのあたりにいるらしいと聞

きつけて。愛知川をさかのぼり、河

辺の社を詣で、向かうは永源寺の更

に奥。綿貫は鈴鹿の山深くで、なに

を見出すのでしょうか。（前田）

東近江市近江商人博物館
東近江市五個荘竜田町 583
☎ 0748 - 48 - 7101
休館日：月曜日（祝日を除く）、
　　　　祝日の翌日、年末年始
開館時間：9:30 ～ 17:00（入館は 16:30 まで）
入館料：大人 200 円、小中学生 100 円

近江商人記念館  八年庵
東近江市五個荘川並町 630
休館日：不定休
開館時間：9:30 ～ 17:00
入館料：中学生以上 500 円
　　　    小学生以下無料

ごきげん館
東近江市五個荘塚本町 279
　　    　（東近江市ぷらざ三方よし内）
☎ 0748 - 48 - 6678
休館日：月曜日（祝日の場合翌日）
開館時間：9:30 ～ 16:30

おさとさんに
出会える場所

塚本さとの本宅

「てんびんおかき」買えます

商家の女性も紹介しています

商
家
の
女
性 

塚
本
さ
と

　

塚
本
さ
と
は
、
天
保
14
年

（
１
８
４
３
）、
近
江
国
神
崎
郡
川

並
村（
東
近
江
市
五
個
荘
川
並
町
）

の
近
江
商
人
初
代
塚
本
定
右
衛
門

の
末
娘
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
近
江

商
人
の
妻
と
な
り
、
五
男
三
女
の
母
と

し
て
、
生
涯
を
商
家
の
女
性
と
し
て
生

き
た
人
で
す
。

　

そ
の
商
家
の
女
性
が
、
大
正
８
年

（
１
９
１
９
）、
77
歳
に
し
て
、
私
財
を

投
じ
て
北
五
個
荘
村
竜
田（
東
近
江
市

五
個
荘
竜
田
町
）
に
、
高
等
普
通
教
育

を
行
う
女
学
校
、
私
立
淡た

ん

海か
い

女
子
実
務

学
校
を
創
立
し

ま
し
た
。
当
時
、

「
女
に
学
問
は
い

ら
ぬ
も
の
、
詩
を

作
る
よ
り
田
作
れ
」

（
『
塚
本
家
譜
さ
と
子

伝
』）
と
い
っ
た
思
想
が
一

般
的
で
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
新
し
い

時
代
を
生
き
る
女
性
に
は
教
育
は
必
須

と
考
え
て
の
こ
と
で
し
た
。
初
代
校
長

と
な
り
、
女
学
生
た
ち
に「
お
ば
あ
さ

ま
」
と
親
し
ま
れ
な
が
ら
、
昭
和
３
年

（
１
９
２
８
）
１
月
４
日
、
そ
の
生
涯
を

閉
じ
ま
す
。

お
さ
と
さ
ん
っ
て
、
こ
ん
な
ひ
と

働
き
者
の
お
く
さ
ま　

四
男
三
女
の
母
で
あ
る
さ
と
は
、
乳
母
が
不
足
し
た
と

き
に
は
一
人
を
背
負
い
、
一
人
の
手
を
引
い
て
家
事
を

こ
な
し
ま
し
た
。
初
め
て
訪
れ
た
人
に
女
中
さ
ん
と
間

違
わ
れ
る
く
ら
い
、
一
緒
に
な
っ
て
働
い
て
い
た
と
い

い
ま
す
。
ま
た
、
し
つ
け
に
厳
格
で
、
塚
本
家
に
は
多

く
の
女
の
子
が
行
儀
見
習
い
に
来
て
い
ま
し
た
。

と
っ
て
も
器
用

物
を
大
切
に
「
始
末
」
す
る
こ
と
を
、
く
ら
し
の
楽
し

み
と
し
て
も
行
っ
て
い
ま
し
た
。
菓
子
の
箱
に
紙
を

貼
っ
て
再
利
用
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
手
遊
び
の
豆
本
や

豆
扇
子
、
マ
ッ
チ
箱
を
本
に
見
立
て
た
も
の
な
ど
、
木

魚
や
焼
き
物
の
香
炉
ま
で
、
な
ん
で
も
手
作
り
す
る
人

で
し
た
。

図
書
館
お
す
す
め



「かくれ里」　　

白洲正子 （新潮社）

「歴史を紀行する」

司馬遼太郎 （文藝春秋）

「脊梁山脈」　

乙川優三郎 （新潮社）

「夕げの匂い　オレンジ色の空　　　

―近江の日々を描いて―」

　福山聖子 （工房森のしずく）

　２３歳で終戦を迎え、上海から復

員した信幸。復員列車で助けられ

た男を探して戦後の復興の中、木

地師の源流をたどることになります。

木地師の祖先は、はるか昔は奥永

源寺にあり、やがて全国各地に広が

っていったのです。

　男を探して深山を巡るうちに木地

師の手仕事に魅せられ、心動かさ

れる信幸。その旅は信幸が終戦後

を生きなおすことでもありました。

　混沌とした時代にあっても、登場

人物の気高く凛とした生き様は、木

地師の作品と同様に、日本の美を

見るようです。（山梶）

　細い路地や古い駅舎、昔ながら

の商店、畦道とそこに咲く花…。

滋賀県内を歩けば出会える何気な

い景色やそこにある暮らしの風景

を、丁寧なスケッチとぬくもりのあ

ることばで描いた画文集。白黒のス

ケッチなのに四季の彩りが感じられ

ます。東近江からも八日市のお店や

五個荘に残る土間などが紹介されて

います。その中の一編「まちの食堂」

を締めくくる「いずれ消えそうなもの

が愛おしい」ということばが、著者

のまなざしの温かさを現しているよ

うです。（根岸）

　古典の美を愛した随筆家・白洲

正子さんは、古いものが古いままの

形で遺
のこ

っている近江に奥深い魅力

を感じ、何度も足を運ばれました。

　本書に登場する東近江の地に

は、「石の寺」での石馬寺をはじめ、

「石をたずねて」の旅の、太郎坊、

石
い し ど う じ

塔寺などがあります。なかでも石

塔寺の石塔は日本一の石造美術だ

と絶賛されています。「木地師の村」

では君ケ畑や蛭谷などの木地師集

落に惟喬親王伝説や能面を訪ねら

れました。

　東近江に息づくゆかしい魅力を再

発見してみませんか。（橘）

　滋賀県というと連想されるのが、

全国を舞台に活躍した近江商人。

彼らを生み出した近江の風土とはど

のようなものだったのでしょうか。　　

　作家司馬遼太郎が、浅井長政や

蒲生氏郷など歴史上の名士に思い

を馳せながら、近江商人のふるさ

と五個荘地区、そして蒲生地区の

石
い し ど う じ

塔寺を訪ねます。この地に商人

的素質をもつ人が多く現れたその理

由とは。

　この本では、近江以外にも高知

など様々な場所の紀行文が記されて

います。司馬遼太郎と一緒に、歴

史散歩を楽しみませんか？（松浦）



紹介させていただいたお店・施設 みなさんのおすすめスポット

　東近江

市子殿

桜川西

野々宮町

太郎坊

東近江市役所
大水児童公園（冒険遊び場）

八日市図書館

蒲生図書館

えがお

あいとうエコプラザ菜の花館

金寿堂

幸

薬師堂

三方良品

茶ろん坪六

ファブリカ村

能登川漁業組合

八年庵

エクレレ

編集後記

●普通に過ごしていたら知らなかった、場所やひとやもの。少し近づいて、身近に感じるこ
　とができるようになりました。（Ｋ）

●「そこら」の名の通り、周りを見渡すとステキな場所や人に出会うことができる、そんな
　まちが本当に素晴らしいと思います。ご協力いただきましたみなさまありがとうございま
　した。(M)

●地理や歴史を知ると、町を見る目が変わり、面白いですね。（Ｍ）

●取材を通して、今まで気になっていた場所に 初めて足を踏み入れることができました！ 
　これからも、地域の「ええとこ」を探しに出かけていきたいと思います。(O)

●東近江市のそこら。結構ワクワクします。(T)

●能登川の漁港の猫のまるまる太っていること！毎日、漁のおこぼれをもらっているので　
　しょう。（Y）

●まだまだ紹介しきれない魅力いっぱいの東近江市。今後もこうご期待！（Y）




