
ん
ば
い
し
て
も
ろ
て
」
と
よ
く
耳
に
し

ま
し
た
。
感
謝
の
気
持
ち
が
長
寿
の

秘
訣
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

近
江
鉄
道
も
開
業
1
2
0
年
余
を

経
過
し
ま
し
た
。
自
動
車
の
普
及
に

よ
っ
て
利
用
者
は
ピ
ー
ク
時
と
比
べ
る

と
半
分
以
下
に
な
り
ま
し
た
が
、
高

校
生
ら
の
通
学
や
高
齢
者
や
障
が
い

者
な
ど
の
移
動
手
段
を
支
え
る
大
切

な
公
共
交
通
機
関
で
あ
る
こ
と
に
か

わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
8
月
末
、
近

江
鉄
道
の
経
営
が
赤
字
に
な
る
な
か

で
対
応
策
を
協
議
す
る
た
め
近
江
鉄

道
沿
線
自
治
体
首
長
会
議
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
存
続
を
前
提
に
近
江
鉄

道
と
県
と
沿
線
市
町
が
一
丸
と
な
っ
て

取
り
組
む
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
、「
地
方
創
生
」
と
い
わ

れ
る
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
国
の
支
援

も
必
要
で
す
。

　

日
野
駅
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
3
年

目
、
お
か
げ
さ
ま
で
多
数
の
方
々
か

ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
駅
舎
、
上
り

ホ
ー
ム
の
改
築
が
で
き
、
鉄
道
資
料

館
を
整
備
し
完
了
し
ま
す
。
10
月
20

日
に
は
駅
舎
再
生
2
周
年
を
記
念
し

日
野
高
校
生
カ
フ
ェ
や
ハ
ロ
ウ
イ
ン
な

ど
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
街
中
で
は
桟
敷
窓
ア
ー

ト
。
さ
ら
に
元
気
な
町
を
つ
く
る
た

め
に
力
を
合
わ
せ
ま
し
ょ
う
。

　

稲
刈
り
が
終

わ
る
の
を
待
っ
て

い
た
か
の
よ
う
に

彼
岸
花
が
真
っ
赤

に
咲
き
誇
り
、
秋

本
番
の
季
節
に
な

り
ま
し
た
。
4
条

刈
り
の
コ
ン
バ
イ

ン
な
ら
3
反た

ん

（
約

3
0
0
0
㎡
）
も
2
時
間
も
あ
れ
ば

収
穫
で
き
ま
す
。
手
刈
り
の
時
代

は
家
族
ぐ
る
み
で
1
反
が
精
い
っ
ぱ

い
。
稲
の
株
を
つ
か
み
ノ
コ
ギ
リ
鎌
で

刈
り
、
藁わ

ら

す
べ
で
束
ね
、
束
に
結
い
、

脱
穀
機
に
運
び
脱
穀
。
籾も

み

は
ト
ン
ベ

シ
に
い
れ
て
リ
ヤ
カ
ー
で
運
搬
、
干

し
場
に
コ
モ
を
ひ
き
筵む

し
ろ
に
広
げ
天
日

で
乾
燥
。
仲
間
で
籾
す
り
し
玄
米
に

仕
上
げ
ま
す
。
大
人
た
ち
は
春
の
田

植
え
と
秋
の
稲
刈
り
に
備
え
、
背
中

に
灸き

ゅ
う

を
す
え
て
い
ま
し
た
。
朝
暗
い

う
ち
に
自
転
車
に
乗
せ
ら
れ
日
野
駅

へ
。
そ
し
て
近
江
鉄
道
で
貴
生
川
駅
、

Ｓ
Ｌ
Ｄ
51
で
京
都
駅
、
近
鉄
電
車
で

丹た
ん

波ば

橋ば
し

駅
、
京
阪
電
車
で
六ろ

く

地じ

蔵ぞ
う

駅

下
車
、
小お

栗ぐ
り

栖す

の
灸
屋
に
着
き
ま
す
。

さ
さ
や
か
な
家
族
旅
行
で
も
あ
り
ま

し
た
。
灸
の
痕
は
、
百
姓
の
「
勲
章
」

の
よ
う
に
今
も
背
中
に
残
っ
て
い
ま

す
。
9
月
は
敬
老
月
間
、
こ
う
し
た

時
代
を
生
き
抜
い
て
こ
ら
れ
た
方
々

に
お
会
い
し
、「
お
か
げ
さ
ん
で
」「
あ

日野町長　藤澤 直広
−2019年10月−

浄
化
槽
を
お
使
い
の
皆
さ
ん
へ

『
法
定
検
査
』を
受
け
ま
し
ょ
う

　
10
月
1
日
は
「
浄
化
槽
の
日
」
で
す
。

浄
化
槽
は
保
守
点
検
・
清
掃
と
い
う
維

持
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
、

私
た
ち
が
日
々
の
生
活
に
よ
っ
て
汚
し

た
水
を
き
れ
い
に
し
て
く
れ
ま
す
。

　
浄
化
槽
の
使
用
者
（
一
般
家
庭
や
事

業
所
な
ど
）は
、年
に
1
回「
法
定
検
査
」

を
受
検
す
る
こ
と
が
浄
化
槽
法
に
よ
り

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　「
法
定
検
査
」
は
、
浄
化
槽
の
維
持
管

理
が
適
正
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
を
確

認
す
る
た
め
の
も
の
で
、
自
動
車
で
い

え
ば
車
検
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
必
ず

受
検
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
検
査
は
県
知
事
指
定
の
検
査

機
関
で
受
検
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

●
法
定
検
査
手
数
料

　
◎
10
人
槽
以
下
…
5,
0
0
0
円

　
◎
11
人
槽
以
上
…
6,
0
0
0
円
〜

●
法
定
検
査
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
と

申
し
込
み
先

　（
公
社
）滋
賀
県
生
活
環
境
事
業
協
会

　（
滋
賀
県
知
事
指
定
検
査
機
関
）

　
☎
0
7
7－

5
5
4－

9
2
7
1

◆
問
い
合
わ
せ
先

　上
下
水
道
課
　下
水
道
担
当

　☎
0
7
4
8－

5
2－

6
5
7
9
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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
大
窪

　

大
字
大お

お

窪く
ぼ

は
日
野
地
区
の
中
央
部
に
位

置
し
、
古
代
か
ら
中
世
初
期
の
頃
は
、
日

野
谷
一
帯
に
広
が
っ
て
い
た
日ひ

野の
の

牧ま
き

の
一

部
で
し
た
。

　

16
世
紀
の
中
頃
、
蒲
生
氏
が
中
野
城
下

の
町
人
居
地
と
し
て
村
井
・
大
窪
・
松
尾

地
先
に
「
日
野
町
」
を
形
成
し
、
都
市
と

し
て
賑
わ
い
ま
し
た
。「
上
鍛
冶
・
下
鍛

治
・
玉
屋
」
な
ど
職
業
名
を
冠
し
た
町
名

が
現
在
に
も
伝
わ
っ
て
お
り
、
往
時
の
繁

栄
ぶ
り
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
日
野
大
窪
町
と
な
り
、

日
野
椀
・
合ご

う

薬や
く

な
ど
の
地
場
産
業
が
栄

え
、多
く
の
日
野
商
人
を
輩
出
し
ま
し
た
。

大
窪
に
は
、
ホ
イ
ノ
ボ
リ
の
祭
で
知
ら
れ

る
南

み
な
み

山さ
ん

王の
う

宮ぐ
う

日ひ

枝え

神
社
や
、
正

し
ょ
う

崇そ
う

寺じ

・
大だ

い

聖し
ょ
う

寺じ

を
は
じ
め
と
す
る
社
寺
仏
閣
、
日
野

商
人
の
本
宅
や
桟
敷
窓
の
町
並
み
景
観
な

ど
、豊
富
な
文
化
財
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
野
曳
山

　

大
字
大
窪
に
伝
わ
る
文
化
財
の
う
ち
、

今
回
は
日
野
祭
を
華
や
か
に
彩
る
曳ひ

き

山や
ま

を

紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

日
野
曳
山
は
、
今
か
ら
約
3
0
0
年

前
の
十
八
世
紀
前
半
に
誕
生
し
ま
し
た
。

は
じ
め
は
、
今
よ
り
簡
素
な
形
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
、
台
車
に
飾

か
ざ
り

台だ
い

が
付
い
た
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
後
、
重
箱
型
と
呼
ば
れ
る
細

長
で
背
が
高
い
現
在
の
よ
う
な
曳
山
の

形
に
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
現
存
す
る

16
基
の
曳
山
は
、
お
お
む
ね
2
0
0
～

1
5
0
年
前
に
か
け
て
建
造
さ
れ
た
も

の
で
、
こ
の
う
ち
大
字
大
窪
に
は
13
基
の

曳
山
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

曳
山
に
は
ダ
シ
と
呼
ば
れ
る
作
り
物
が

毎
年
新
し
く
作
ら
れ
て
の
せ
ら
れ
ま
す
。

依よ
り

代し
ろ

を
作
っ
て
神
を
迎
え
た
こ
と
が
ダ
シ

の
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
お
り
、
日
野
曳
山

の
大
き
な
特
徴
の
ひ
と
つ
で
す
。
越え

ち

川が
わ

町

に
は
、
十
八
世
紀
後
期
～
明
治
末
ま
で
の

約
1
3
0
年
間
に
わ
た
る
ダ
シ
の
内
容

が
記
さ
れ
た
古
文
書
が
伝
来
し
て
お
り
、

当
時
の
世
相
風
俗
を
知
り
得
る
貴
重
な
資

料
で
す
。

動
く
美
術

　

曳
山
に
は
木
彫
刻
・
金
具
・
幕
な
ど
、

美
し
い
装
飾
が

施
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

木
彫
刻
で
は
、

組く
み

物も
の

や
欄ら

ん

間ま

、

唐か
ら

破は

風ふ

屋
根
廻

り
の
彫
り
も
の

が
あ
り
、
柱
な

ど
に
は
漆
塗
り

に
金
色
の
色
彩

を
ち
り
ば
め
て

豪
華
さ
が
よ
り

い
っ
そ
う
引
き

立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
細
密
な
彫

ち
ょ
う

金き
ん

技
術
で
作
ら
れ
た

錺か
ざ
り

金
具
、
美
し
い
文も

ん

様よ
う

が
織
り
出
さ
れ
た

蝦え

夷ぞ

錦に
し
きの
幕
や
、
日
野
に
ゆ
か
り
の
画
家

が
描
い
た
下
絵
を
も
と
に
作
ら
れ
た
刺し

繍し
ゅ
う

の
幕
な
ど
が
、曳
山
を
華
や
か
に
彩
り
ま
す
。

　

当
代
一
流
の
材
料
と
技
術
が
惜
し
み
な

く
投
入
さ
れ
た
日
野
曳
山
は
、「
動
く
美

術
館
」
の
名
に
相
応
し
い
風
格
を
た
た
え

て
い
ま
す
。

　
「
建
造
当
時
の
状
態
が
良
好
に
残
さ
れ

た
貴
重
な
事
例
」
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ

て
お
り
、
平
成
30
年
度
か
ら
は
、
専
門
家

の
指
導
の
も
と
、
文
化
財
と
し
て
の
価
値

を
維
持
し
た
ま
ま
補
修
を
行
う
保
存
修
理

事
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

次
回
の
日
野
祭
で
は
、「
巧
み
の
技
」

に
注
目
し
て
、
日
野
曳
山
を
存
分
に
ご
見

学
く
だ
さ
い
。

平成30年度に保存修理事業が行われた金
きん

英
えい

町
ちょう

曳山 「芳
ほう

菊
ぎく

車
しゃ

」
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