
家
庭
で
の
自
宅
待
機
に
も
協
力
い
た

だ
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
対
応
に
よ
っ

て
、
な
ん
と
か
春
休
み
を
迎
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
政
府
が
イ
ベ
ン
ト
の
自
粛

を
要
請
し
、
県
の
イ
ベ
ン
ト
開
催
に

対
す
る
考
え
方
を
踏
ま
え
、「
1
0
0

人
以
上
の
不
特
定
多
数
が
集
ま
る
イ

ベ
ン
ト
等
の
延
期
」
な
ど
町
の
考
え

方
を
定
め
対
応
す
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
日
野
町
町
村
合
併

65
周
年
記
念
式
典
を
夏
以
降
に
延
期

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
3
月
19
日

に
は
政
府
の
今
後
の
方
針
が
発
表
さ

れ
、
学
校
の
開
校
や
イ
ベ
ン
ト
自
粛

の
見
直
し
な
ど
社
会
生
活
、
経
済
活

動
を
行
い
つ
つ
対
応
す
る
方
針
と
な

り
ま
し
た
。
町
に
お
い
て
も
し
っ
か
り

と
対
応
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

現
在
、
日
野
記
念
病
院
、
医
師
会

と
連
携
し
咳
や
熱
の
あ
る
方
を
対
象

と
し
た
「
発
熱
外
来
」
の
設
置
も
検

討
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
な
か
な
か
、

収
束
の
目
途
が
見
え
な
い
な
か
で
関

係
団
体
と
連
携
・
協
力
し
感
染
症
対

策
を
講
じ
ま
す
。

　

暖
冬
の
影
響
か
、
桜
の
開
花
が
早

く
な
り
ま
し
た
。
入
学
、
入
社
、
人

事
異
動
な
ど
希
望
に
胸
を
ふ
く
ら
ま

せ
心
新
た
に
が
ん
ば
ろ
う
と
す
る
季

節
。
難
局
を
乗
り
切
る
た
め
に
力
を

合
わ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
が
世
界
中

で
広
が
っ
て
い
ま

す
。
3
月
20
日
現

在
、
滋
賀
県
で
も

4
人
、
そ
の
う
ち

東
近
江
市
で
2
人

の
感
染
が
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。
感

染
経
路
が
不
明
で
あ
り
、
隣
町
と
し

て
一
層
気
を
引
き
締
め
な
け
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
2
月
27
日
、
首
相
が

3
月
2
日
か
ら
24
日
ま
で
全
国
一
斉

の
学
校
休
校
を
発
表
し
、
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
翌
日
、
滋
賀

県
教
育
委
員
会
か
ら
休
校
の
要
請
が

あ
り
ま
し
た
。
対
策
会
議
を
開
催
し
、

日
野
町
に
お
い
て
も
3
月
2
日
か
ら

の
休
校
を
決
定
し
ま
し
た
。
併
せ
て
、

や
む
を
え
ず
見
守
り
な
ど
が
で
き
な

い
家
庭
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
学
童
保

育
所
、
障
が
い
児
学
童
保
育
所
の
朝

か
ら
の
開
設
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

学
童
で
は
、
指
導
員
の
配
置
な
ど
大

変
難
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
ち

に
開
設
の
判
断
を
い
た
だ
い
た
こ
と

は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
し
た
。
併
せ

て
、
学
童
に
入
所
し
て
い
な
い
児
童

に
対
し
て
、
臨
時
預
か
り
を
す
べ
て

の
小
学
校
で
実
施
す
る
と
と
も
に
高

校
受
験
を
前
に
し
た
中
学
三
年
生
を

対
象
に
質
問
教
室
を
設
置
し
ま
し
た
。

日野町長　藤澤 直広
−2020年4月−

あ
な
た
の
お
家
を
無
料
で
耐
震
診
断

　

町
で
は
、
地
震
災
害
等
に
よ
る
住
宅
被
害
を
最
小
限
に
す
る
た
め
に
、
無
料
で
専
門
家

に
よ
る
住
宅
の
耐
震
診
断
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
倒
壊
に
よ
る
事

故
の
低
減
を
目
的
と
し
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
解
体
に
対
し
補
助
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

耐
震
診
断

【
対
象
住
宅
】

　

日
野
町
内
に
存
す
る
木
造

住
宅
で
以
下
の
全
て
の
要
件

に
あ
て
は
ま
る
も
の

●

昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前

に
着
工
さ
れ
、
完
成
し
て

い
る
も
の

●

延
床
面
積
の
半
分
以
上
の

部
分
が
住
宅
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
も
の

●

階
数
が
2
階
以
下
で
か
つ

延
床
面
積
が
３
０
０
㎡

（
約
90
坪
）
以
下
の
も
の

●

木
造
軸
組
工
法
で
、
枠

組
壁
工
法
（
ツ
ー
バ
イ

フ
ォ
ー
）、
丸
太
組
工
法

で
な
い
も
の

●

大
臣
等
の
特
別
な
認
定
を

得
た
工
法
に
よ
る
住
宅
で

な
い
も
の

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

【
補
助
対
象
工
事
】

●
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の

高
さ
を
60
㎝
未
満

に
す
る
解
体
工
事

【
補
助
金
額
】

●

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の

壁
面
面
積
に
3
，

0
0
0
円
／
㎡
を

乗
じ
た
額
ま
た
は

補
助
対
象
経
費
に

23
%
を
乗
じ
た
額

の
い
ず
れ
か
低
い
額

（
上
限
10
万
円
）

　

そ
の
他
補
助
制
度

等
も
あ
り
ま
す
の
で

詳
し
く
は
、
建
設
計

画
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

60cm 60cm

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
建
設
計
画
課　
都
市
計
画
担
当　
☎
0
7
4
8

−

5
2

−

6
5
6
7

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
解
体
に
補
助
金
も
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温
故
知
新

日
野
歴
史
探
訪

　私
た
ち
の
住
む
日
野
町
に
は
、
52
の
大
字
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
が
豊
か
な
自
然
と
歴
史
文
化
で
彩
ら
れ
て
い
ま

す
。　温

故
知
新
で
は
、
町
内
各
大
字
の
歴
史
と
代
表
的
な
文
化

財
を
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

歴
史
は
未
来
の
羅
針
盤

近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」 ☎0748－52－0008 / 近江日野商人館 ☎0748－52－0007

大
字
北
脇

　

大
字
北
脇
は
、西
桜
谷
地
区
の
北
東
部
、

佐
久
良
川
の
北
岸
に
あ
た
り
、
東
は
奥
之

池
、
西
は
蓮
花
寺
、
南
は
中
在
寺
と
安
部

居
と
接
し
て
お
り
、
北
は
瓜う

り

生う

津づ

峠と
う
げを
経

て
東
近
江
市
に
至
る
場
所
に
位
置
し
て
い

ま
す
。

古
代
、
窯よ

う

業ぎ
ょ
う

の
一
大
生
産
地

　

朝
の
ド
ラ
マ
で
あ
ら
た
め
て
焼
き
物
の

里
と
し
て
信
楽
が
脚
光
を
浴
び
て
い
ま
す

が
、
北
脇
も
古
代
に
窯
業
が
盛
ん
な
地
で

あ
っ
た
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
実

は
、
現
在
の
東
近
江
市
の
南
部
か
ら
日
野

町
を
経
て
甲
賀
市
水
口
町
に
至
る
丘
陵
地

帯
は
、
5
世
紀
末
か
ら
11
世
紀
前
半
に
か

け
て
、
窯
業
の
一
大
生
産
地
で
し
た
。
そ

こ
で
焼
か
れ
て
い
た
の
は
、
ロ
ク
ロ
を
使

っ
て
整
形
し
、
窖あ

な

窯が
ま

を
使
っ
て
高
温
で
焼

成
し
た
須す

恵え

器き

や
瓦
で
し
た
。

北
脇
に
造
ら
れ
た
５
つ
の
窯
跡

　

東
近
江
市
と
日
野
町
の
間
に
延
び
る
布

引
丘
陵
で
須
恵
器
の
生
産
が
活
発
に
な
っ

た
の
は
7
世
紀
の
後
半
以
降
で
、
丘
陵
西

端
か
ら
東
に
向
け
て
複
数
の
窯
が
順
次
造

ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
燃
料
と
な
る
薪

や
、
材
料
と
な
る
土
が
な
く
な
る
と
、
谷

の
奥
へ
と
移
動
し
て
新
た
な
窯
を
設
け
る

と
い
っ
た
こ
と
を
繰
り
返
し
た
為
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

西
桜
谷
に
お
い
て
も
、
8
世
紀
前
半
の

壺つ
ぼ

焼や
き

谷だ
に

遺い

跡せ
き
（
蓮
花
寺
）
に
始
ま
り
、
北

脇
で
も
同
じ
8
世
紀
前
半
か
ら
後
半
に
造

ら
れ
た
北き

た

脇わ
き

西に
し

窯か
ま

跡あ
と

、
8
か
ら
9
世
紀
に

は
瀬せ

戸と

山や
ま

窯
跡
、
北き

た

脇わ
き

窯
跡
と
東
へ
順
次

移
動
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、
雁

か
り
が

谷た
に

窯
跡
で
は
、
昭
和
25
年
か

ら
雁
谷
溜
の
堰え

ん

堤て
い

を
造
る
際
に
、
多
く
の

須
恵
器
が
出
土
し
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、

奥お
く

池い
け

窯
跡
か
ら
も
過
去
に
須
恵
器
が
出
土

し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

古
代
の
北
脇
は
多
く
の
工
人
が
行
き
交
う

窯
業
の
盛
ん
な
地
で
あ
り
ま
し
た
。

古
代
や
中
世
、
北
脇
に
生
き
た

人
々
の
想
い
を
伝
え
る
文
化
財

　

須
恵
器
の
窯
が
生
産
を
止
め
て
2
0
0

年
ほ
ど
が
経
っ
た
平
安
時
代
の
終
わ
り

頃
、
法ほ

う

光こ
う

寺じ

の
秘
仏
と
な
っ
て
い
る
木も

く

造ぞ
う

薬や
く

師し

如に
ょ

来ら
い

立り
ゅ
う

像ぞ
う

が
造
ら
れ
ま
し
た
。
約
1

メ
ー
ト
ル
の
高
さ
で
、
動
き
の
少
な
い
繊

細
な
作
例
は
、
こ
の
時
期
の
見
本
の
よ
う

な
仏
像
で
、
国
の
重
要
文
化
財
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
法
光
寺
の
境
内
に
は
、
塔と

う

身し
ん

に

「
嘉か

暦り
ゃ
く

二
年
三
月
十
八
日
」
と
陰い

ん

刻こ
く

さ
れ

た
日
野
町
の
指
定
文
化
財
で
あ
る
高
さ
約

1
・
3
メ
ー
ト
ル
の
宝ほ

う

篋き
ょ
う

印い
ん

塔と
う

が
建
っ
て

い
ま
す
。
年
号
か
ら
1
3
2
7
年
の
も

の
で
、
蔵
王
の
花か

崗こ
う

岩が
ん

製
で
あ
る
こ
の
塔

に
は
、
基
礎
の
各
面
に
異
な
る
意
匠
が
刻

ま
れ
て
い
ま
す
。
正
面
に
は
孔
雀
、
背
面

に
は
開
花
し
た
蓮
、
側
面
は
三さ

ん

茎け
い

蓮れ
ん

で
す

が
、
一
方
は
半
開
き
で
も
う
一
方
は
蕾
と

変
化
を
持
た
せ
て
お
り
、
大
変
豪
華
な
装

飾
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
塔
に
は
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
目
的

で
建
て
た
の
か
わ
か
る
よ
う
な
文
言
が

刻
ま
れ
て
い
な
い
為
、
詳
し
い
こ
と
は
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
た
塔
は
、
個
人

が
建
て
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
村
や
一
定
の

集
団
が
共
同
で
建
て
る
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
時
の
人
々
が
こ

う
し
た
村そ

ん

堂ど
う

を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
た

こ
と
を
示
す
証
と
も
言
え
ま
す
。

法光寺宝篋印塔

法光寺木造薬師如来立像

北脇西窯跡から出土した須恵器
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