
温
故
知
新

日
野
歴
史
探
訪

　私
達
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
い
ろ
ど

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
。

問い合わせ先　近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」 ☎0748－52－0008

西
明
寺

　

大
字
西
明
寺
は
、
龍
王
山
の
西
山
麓
に

位
置
し
て
お
り
、
東
は
甲こ

う

津づ

畑は
た
（
東
近
江

市
）、
西
は
奥
師
と
小
野
、
南
は
北
畑
、

北
は
原
と
川
原
に
接
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

集
落
の
範
囲
が
い
わ
ゆ
る
日
野
谷
と
桜
谷

に
ま
た
が
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
す
。

そ
し
て
、
集
落
名
で
も
あ
る
大だ

い

慈じ

山さ
ん

西
明

寺
を
中
心
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
い
の

り
の
か
た
ち
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

古
代
の
い
の
り
・
・
・
平
安
仏

　

字
「
中な

か

出で

」
に
建
つ
臨り

ん

済ざ
い

宗し
ゅ
うの
古こ

刹さ
つ

西

明
寺
は
、
天て

ん

喜き

元
年
（
1
0
5
3
）
に
入

山
修
行
を
始
め
た
比
叡
山
の
照

し
ょ
う

源げ
ん

阿あ

闍じ
ゃ

梨り

が
建
立
し
た
大だ

い

安あ
ん

楽ら
く

寺じ

を
前
身
と
す
る
寺

院
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。

　

大
安
楽
寺
と
は
、
初
め
龍
王
山
山
頂
に

あ
り
、
山
腹
に
移
さ
れ
た
後
に
焼
失
し
た

と
言
わ
れ
る
寺
院
で
、
字
「
安
楽
」
に
安

楽
寺
遺
跡
と
し
て
石
段
跡
な
ど
が
残
っ
て

い
ま
す
。
現
在
は
、
西
明
寺
の
北
隣
に
移

転
し
て
お
り
、
平
安
時
代
の
作
と
考
え
ら

れ
る
四よ

ん

躯く

の
四
天
王
像
が
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
町
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
仏

像
で
す
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
四
躯
の

内
、
持じ

国こ
く

天て
ん

像ぞ
う

と
増ぞ

う

長ち
ょ
う

天て
ん

像ぞ
う

は
、
そ
ろ
い

の
四
天
王
像
と
み
ら
れ
る
一
方
、
広こ

う

目も
く

天て
ん

像ぞ
う

と
多た

聞も
ん

天て
ん

像ぞ
う

は
、
本
来
独
立
し
た
像
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。つ
ま
り
、

元
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
物
に
安
置
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
か
つ
て
は
、

多
く
の
堂ど

う

宇う

が
建
ち
並
ん
で
い
た
姿
が
想

像
で
き
ま
す
。

　

西
明
寺
の
観
音
堂
に
も
、
国
の
重
要
文

化
財
で
あ
る
十

じ
ゅ
う

一い
ち

面め
ん

観か
ん

音の
ん

立り
つ

像ぞ
う

と
と
も

に
、
不ふ

動ど
う

明み
ょ
う

王お
う

像ぞ
う

と
毘び

沙し
ゃ

門も
ん

天て
ん

像ぞ
う

が
安
置

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
内
、
十
一
面
観
音

像
と
毘
沙
門
天
像
は
、
同
一
の
作
者
に
よ

る
平
安
時
代
後
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

中
世
の
い
の
り
・
・
・
石
造
品

　

観
音
堂
の
裏
山
に
あ
る
歴
代
住
職
墓
所

に
は
、
町
指
定
文
化
財
の
石
造
品
2
基
が

残
り
ま
す
。
南
隅
の
1
基
は
、
鎌
倉
時
代

後
期
と
考
え
ら
れ
る
石せ

き

造ぞ
う

宝ほ
う

塔と
う

で
、
小
野

の
石い

し

小こ

山や
ま

産
の
石
材
で
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
北
隅
に
は
、
宝ほ

う

篋き
ょ
う

印い
ん

塔と
う

や
宝
塔

の
部
材
を
寄
せ
集
め
て
造
っ
た
石
造
宝

篋
印
塔
が
あ
り
ま
す
。
蔵
王
の
米こ

め

石い
し

製
の

基
礎
に
刻
ま
れ
た
年
号
か
ら
、
乾け

ん

元げ
ん

二

年
（
1
3
0
3
）
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
こ
う
し
た
中
世
の
石
造
品

の
存
在
は
、
人
々
が
西
明
寺
を
よ
り
ど
こ

ろ
と
し
て
集
ま
っ
て
い
た
証
で
も
あ
り
ま

す
。庶

民
の
い
の
り
・・・
蓮れ

ん

台だ
い

遺
跡

　

集
落
西
側
の
字
蓮れ

ん

台だ
い

で
は
、
発
掘
調
査

に
よ
っ
て
、
現
代
の
墓ぼ

域い
き

に
続
く
場
所
で

中
世
の
墓
域
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
4
本

の
道
で
区
画
さ
れ
た
墓
域
は
、
整
然
と
区

画
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
鎌
倉
時
代

後
期
以
降
の
墓
40
基
が
営
ま
れ
て
い
た
の

で
し
た
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
蔵ぞ

う

骨こ
つ

器き

の
代

用
と
し
て
使
わ
れ
た
壷
や
す
り
鉢
な
ど
が

見
つ
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
般
庶
民
の
墓

地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
五
輪
塔
や
石

仏
が
4
0
0
点
余
り
も
見
つ
か
っ
て
お
り
、

一
部
は
西
明
寺
に
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。

名
僧 「
一い

っ

絲し

文ぶ
ん

守し
ゅ

」 と
西
明
寺

　

江
戸
時
代
の
初
め
頃
、永
源
寺
住
職
で
、

後ご

水み
ず

尾の
お

上
皇
か
ら
熱
い
帰
依
を
受
け
た
一

絲
文
守
が
、
正
明
寺
（
松
尾
）
の
復
興
援

助
を
上
皇
に
依
頼
し
て
い
ま
す
。そ
の
際
、

近
江
の
霊れ

い

験げ
ん

あ
ら
た
か
な
三
体
の
「
霊れ

い

仏ぶ
つ

」
が
語
ら
れ
て
お
り
、
正
明
寺
、
中
山

（
金
剛
定
寺
）
と
と
も
に
、
西
明
寺
の
本

尊
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
西
明
寺
は
長
い
年
月
に

渡
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
い
の
り
が
積
み

重
ね
ら
れ
た
地
区
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 蓮台遺跡で見つかった多くの石仏

大安楽寺「持国天像」
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正明寺 本堂

　

正
明
寺
は
、
町
民
会
館
わ
た
む
き
ホ
ー

ル
虹
の
北
側
に
あ
り
、
創
建
は
古
く
、
千

年
ほ
ど
の
歴
史
を
持
つ
黄お

う

檗ば
く

宗し
ゅ
うの
お
寺
で

す
。

　

正
明
寺
は
太
子
の
創
建
と
伝
え
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
昔
、
比
叡
山
延
暦
寺
系
の

寺
院
と
し
て
栄
え
て
い
ま
し
た
が
、
戦
国

時
代
の
戦
火
を
う
け
て
、
消
失
し
た
と
伝

わ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
江
戸
時
代
に
入
り

永
源
寺
の
名
僧
一い

っ

絲し

文ぶ
ん

守し
ゅ

大だ
い

和お

尚し
ょ
うの
尽
力

に
よ
っ
て
後ご

水み
ず

尾の
お

上
皇
の
勅

ち
ょ
く

建け
ん

寺じ

と
な
り
、

黄
檗
禅
の
中

ち
ゅ
う

本ほ
ん

山ざ
ん

と
し
て
の
寺じ

格か
く

を
備
え
、

再
興
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
お
寺
の
本
堂
は
、
後
水
尾
上
皇
か

ら
京
都
御
所
の
清
涼
殿
を
下か

賜し

さ
れ
、
移

築
さ
れ
た
も
の
で
す
。
特
に
檜ひ

皮わ
だ

葺ぶ
き

の
屋

根
の
流
れ
は
、
実
に
美
し
く
、
随
所
に
桃

山
建
築
の
粋
を
凝
ら
し
た
跡
が
見
ら
れ
る

建
築
の
第
一
級
品
で
、
国
の
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ご
本
尊
の
千
手
観
音
立
像
と
脇

き
ょ
う

侍じ

の
毘び

沙し
ゃ

門も
ん

天て
ん

、
不ふ

動ど
う

明み
ょ
う

王お
う

は
鎌
倉
時
代
の
一

品
で
、
共
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
、
禅
堂
の
主
尊
で
あ
る

金
剛
界
の
大だ

い

日に
ち

如に
ょ

来ら
い

像ぞ
う

も
本
尊
と
同
時
期
、

鎌
倉
時
代
の
名
品
で
、
県
の
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

戦
国
時
代
の
戦
火
な
ど
に
よ
り
焼
き
尽

く
さ
れ
、
戦
国
時
代
以
前
の
こ
と
を
探
る

史
料
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

他
の
お
寺
や
神
社
の
記
録
に
よ
り
、
日
野

谷
の
中
心
と
な
る
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

10
月
は
、
臓
器
移
植
普
及
推
進
月
間
で
す

　

臓
器
移
植
と
は
、
病
気
や
事
故
に
よ
り
臓
器
が
機
能

し
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
人
の
健
康
な
臓
器
を
移
植
し
て
、

機
能
を
回
復
さ
せ
る
医
療
で
す
。

　
現
在
、
臓
器
移
植
待
機
者
1
4
，0
0
0
人
の
う
ち
、
1

年
間
で
移
植
を
受
け
ら
れ
る
人
は
、
わ
ず
か
2
％
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

も
し
も
の
と
き
、
臓
器
移
植
に
よ
り
誰
か
の
命
を
救
え

る
か
も
し
れ
な
い
し
、
助
け
て
も
ら
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

一
人
ひ
と
り
が
臓
器
提
供
に
つ
い
て
家
族
と
話
し
、
意
思

を
伝
え
て
お
き
ま
せ
ん
か
。

　滋賀県最低賃金は、常用・パートな
ど雇用形態を問わず、県内の事業所に
雇用されるすべての労働者に適用され
ます。最低賃金は賃金の最低額を保証
するとともに、労働条件の改善に重要
な役割を果たしています。（特定の産業
には特定（産業別）最低賃金が定められ
ています）

◆最低賃金についてのお問い合わせ先
　滋賀労働局�賃金室�☎077-522-6654
　東近江労働基準監督署�☎0748-22-0394

※�

臓
器
提
供
意
思
表
示
カ
ー
ド
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
福
祉
保
健
課
保
健
担
当
ま
で
お
越

し
く
だ
さ
い
。

※
臓
器
移
植
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
先
は
、（
公
社
）日
本
臓
器
移
植
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
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近
江
の
聖
徳
太
子
魅
力
発
信
事
業

太
子
創
建
と
伝
わ
る
正し

ょ
う

明み
ょ
う

寺じ

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
日
野
町
商
工
観
光
課

　
☎
0
7
4
8

−

5
2

−

6
5
6
2

　
東
近
江
市
観
光
物
産
課

　
☎
0
5
0

−

5
8
0
1

−

5
6
6
2

あ
な
た
の
意
志
を
伝
え
て
お
き
ま
せ
ん
か
？

最低賃金改正の
お知らせ

滋賀県最低賃金は、
10月1日から、

1時間896円
となります。

広報ひの　2021.10.123


