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井伊直虎 基礎知識 

写真:彦根写真連盟会長  中村 一雄氏田園の初雪



　
２
０
１
７
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
が

『
お
ん
な
城
主 

直
虎
』に
決
ま
っ
た
。彦
根

藩
初
代
井
伊
直
政
の
養
母
井
伊
直
虎
の
物

語
で
あ
る
。そ
う
聞
い
て
、ほ
と
ん
ど
の
人
が

「
直
虎
って
だ
れ
？
」と
思
う
こ
と
だ
ろ
う
。

２
０
０
７
年「
国
宝
・
彦
根
城
築
城
４
０
０

年
祭
」前
後
か
ら
時
折
耳
に
す
る
名
で
あ
っ

た
が
、「
彦
根
藩
初
代
井
伊
直
政
の
養
母
」

と
い
う
以
外
話
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。『
彦
根

市
史 

上
冊
』（
昭
和
62
年
復
刻
版
）に
は
、

直
虎
の
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。『
新
修
彦

根
市
史
第
二
巻
』（
平
成
20
年
）で
は
、「
井

伊
谷
の
次
郎
法
師
」と
し
、直
虎
と
い
う
名

は
記
し
て
い
な
い（
次
郎
法
師
は
後
の
直

虎
）。近
世
の
井
伊
家
は
遠
江
国
井
伊
谷

（
現
：
静
岡
県
浜
松
市
引
佐
町
）を
基
盤

と
し
た
国
人
領
主
で
、直
虎
は
井
伊
谷
で

生
き
た
女
性
だ
。実
際
、『
戦
国
無
双
』『
戦

国
バ
サ
ラ
』な
ど
一
部
の
ゲ
ー
ム
マ
ニ
ア
に
は

知
ら
れ
て
は
い
る
が
、一
般
的
な
知
名
度
は

ほ
と
ん
ど
無
い
。ち
な
み
にw

eb

で「
井
伊

直
虎
」と
画
像
検
索
を
し
て
み
れ
ば
一
目
瞭

然
。ゲ
ー
ム
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
画
像
ば
か
り

が
並
ん
で
い
る
。

　
Ｎ
Ｈ
Ｋ 

Ｏ
Ｎ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
のw

ebsite

で

は
企
画
意
図
と
し
て「
幕
末
の
大
老
・
井
伊

直
弼
の
先
祖
に
し
て
、徳
川
家
康
の
重
臣
・

井
伊
直
政
の
養
母
。戦
国
の
荒
波
に
風
前

の
と
も
し
び
と
な
っ
た
井
伊
家
は
、彼
女
の

踏
ん
張
り
な
く
し
て
は
、徳
川
幕
府
を
支
え
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た
名
門
と
し
て
そ
の
後
存
在
し
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。直
虎
が
直
面
し
た

問
題
に
は「
中
小
企
業
を
急
に
継
ぐ
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
若
き
女
社
長
が
い
か
に
会

社
経
営
に
取
り
組
む
か
」と
い
う
身
近
な
こ

と
と
、「
大
国
に
囲
ま
れ
た
小
国
が
ど
う
生

き
残
り
を
図
る
の
か
」と
い
う
世
界
規
模
の

テ
ー
マ
が
同
居
し
て
い
ま
す
。こ
の
数
奇
な

運
命
に
翻
弄
さ
れ
た
主
人
公
が
、毎
週
ハ
ラ

ハ
ラ
ド
キ
ド
キ
奮
闘
を
続
け
る
中
に
、現
代

の
人
々
が
世
界
を
、社
会
を
生
き
延
び
る
た

め
の
ヒ
ン
ト
が
満
ち
て
い
る
。そ
ん
な
作
品

を
目
指
し
ま
す
。」と
伝
え
て
い
る
。

　
『
お
ん
な
城
主 

直
虎
』の
時
代
考
証
を

担
当
す
る
小
和
田
哲
男
氏
は「
毎
週
、テ
レ

ビ
で
は
井
伊
、井
伊
と
い
う
言
葉
が
出
て
く

る
で
し
ょ
う
。直
虎
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て

お
り
ま
せ
ん
。井
伊
と
言
え
ば
彦
根
を
皆
、

思
い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
。彦
根
に
と
って
は

チ
ャ
ン
ス
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」と

話
す
。

　
２
０
１
６
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は

『
真
田
丸
』で
あ
る
。真
田
幸
村
の
生
涯
が

描
か
れ
、石
田
三
成
や
大
坂
の
陣
で
は
真

田
の
赤
備
え
と
井
伊
直
孝
と
の
赤
備
え
対

決
な
ど
、彦
根
は
ド
ラ
マ
と
の
関
わ
り
も
多

く
、盛
り
上
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、２
０

１
７
年
の
大
河
ド
ラ
マ
に
照
準
を
合
わ
せ
、

ま
ず
、直
虎
と
は
ど
ん
な
人
物
な
の
か
を
今

号
で
は
特
集
す
る
。
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井
伊
谷
に
お
け
る
井
伊
家
の
動
向
が
具

体
的
に
資
料
に
現
れ
る
の
は
、永
正
８
年

（
１
５
１
１
）以
降
、直
政
の
曾
祖
父
直
平

の
時
代
か
ら
で
あ
る
。直
平
は
井
伊
家
初

代
井
伊
共
保
か
ら
数
え
第
20
代
と
な
る
。

今
川
氏
と
の
関
係
は
か
な
ら
ず
し
も
良
好

と
は
い
え
ず
、天
文
５
年（
１
５
３
６
）今

川
氏
と
和
睦
、今
川
義
元
に
出
仕
す
る
こ
と

に
な
る
。

　
「
直
虎
を
め
ぐ
る 

井
伊
家
家
系
図
」中
の

関
口
刑
部
親
永（
義
弘
）の
妻
と
な
っ
て
い

る「
女
」は
、今
川
義
元
に
直
平
が
臣
従
す

る
と
き
に
人
質
と
し
て
送
ら
れ
た
娘
で
あ

り
、最
初
義
元
の
側
室
と
な
っ
た
。そ
の
後
、

娘
は
家
臣
の
関
口
親
永
に
嫁
ぎ
子
を
産
ん

だ
。親
永
と
直
平
の
娘
の
間
に
生
ま
れ
た

の
が
徳
川
家
康
の
正
室
と
な
る
瀬
名
姫（
築

山
御
前
）で
あ
る
。

　
直
平
に
は
、直
宗
、南
渓
和
尚
、直
満
、直

義
、直
元
の
５
人
の
息
子
が
い
た
が
、家
督

は
直
宗
、直
宗
の
息
子
直
盛
、直
満
の
息
子

直
親
へ
と
継
が
れ
て
い
く
。

　
直
元
は
天
文
10
年（
１
５
４
１
）病
死
。

直
宗
は
天
文
11
年（
１
５
５
２
）戦
死
。直

満
・
直
義
は
今
川
義
元
に
よ
っ
て
誅
殺
さ

れ
て
い
る
。

　
直
盛
に
は
一
人
娘
し
か
お
ら
ず
、「
叔
父

直
満
の
子
直
親（
幼
名
亀
之
丞
）を
養
子
に

迎
え
よ
う
と
し
た
の
を
小
野
和
泉
守
が
嫌

い「
直
満
・
直
義
兄
弟
逆
意
あ
り
」と
訴
え
、

そ
の
訴
え
を
受
け
た
今
川
義
元
が
直
満
・

直
義
兄
弟
を
召
喚
し
、二
人
は
殺
さ
れ
た
。

（
中
略
）結
局
、直
満
・
直
義
が
誅
殺
さ
れ
た

こ
と
で
、直
盛
が
養
子
に
と
考
え
て
い
た
直

満
の
子
亀
之
丞
に
も
身
の
危
険
が
迫
り
、龍

潭
寺
の
南
渓
和
尚
の
は
か
ら
い
で
、信
州
の

市
田（
長
野
県
下
伊
那
郡
高
森
町
）の
松
源

井
平
河
内
守
安
直
女

井
平
河
内
守
安
直
郷
女

鈴
木
長
門
守
重
勝
女

奥
山
因
幡
守
朝
利
妹

木
俣
土
佐
守
室

庵
原
助
右
衛
門
室

三
浦
与
衛
門
室

奥
山
因
幡
守
朝
利
女

元
・
許
婚（
い
い
な
ず
け
）

新
野
左
馬
助
親
矩

新
野
左
馬
助
親
矩
妹

女

瀬
名
姫（
築
山
御
前
）

信
康

※枠内：数字は井伊家歴代当主

秀
康（
母
　
お
万
の
方
）

秀
忠

忠
吉（
妻
は
な
・
直
政
娘
）

印
具
徳
右
エ
衛
門
女

20

21

22

井
伊
直
平

南
渓
和
尚

徳
川
家
康

井
伊
直
虎

直
宗

直
盛

23

24

直
親（
亀
之
丞
）

直
政（
虎
松
）

25

直
孝

直
満

関
口
刑
部
親
永（
義
弘
）

（
龍
潭
寺
二
世
・
直
虎
を
支
え
る
）

直
義

直
元

直虎をめぐる井伊家 家系図

寺
に
逃
が
し
て
い
る
。直
盛
は
、自
分
の
一

人
娘
と
こ
の
亀
之
丞
を
結
婚
さ
せ
、婿
養
子

と
し
て
家
督
を
つ
が
せ
よ
う
と
し
て
い
た

わ
け
で
あ
る
が
、亀
之
丞
の
信
州
落
ち
で
そ

の
話
は
ご
破
算
と
な
り
、こ
の
と
き
、世
を

は
か
な
ん
だ
一
人
娘
は
出
家
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
」（『
湖
の
雄 

井
伊
氏~

浜
名
湖

北
か
ら
近
江
へ
、井
伊
一
族
の
実
像~

』辰

巳
和
弘 

・ 

小
和
田
哲
男 

・ 

八
木
洋
行 

共
著 

２
０
１
４
年
）。亀
之
丞
を
信
州
へ
落
ち
の

び
さ
せ
た
こ
と
は
井
伊
家
の
極
一
部
の
者

だ
け
が
知
る
極
秘
事
項
だ
っ
た
。こ
の
と

き
、出
家
し
た
直
盛
の
一
人
娘
が
後
の
次
郎

法
師（
直
虎
）、９
歳
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
そ
し
て
10
年
が
過
ぎ
た
天
文
23
年（
１

５
５
４
）、井
伊
家
筆
頭
家
老
の
小
野
和
泉

守
が
亡
く
な
り
、弘
治
元
年（
１
５
５
５
）、

亀
之
丞
は
井
伊
谷
に
帰
国
し
、正
式
に
直
盛

の
養
子
と
な
り
直
親
と
名
乗
っ
た
。許
婚

は
既
に
出
家
し
て
お
り
、奥
山
朝
利
の
娘
と

結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
永
禄
３
年（
１
５
６
０
）、直
盛
は
桶
狭

間
の
戦
い
で
今
川
義
元
と
行
動
を
共
に

し
戦
死
。翌
年
、直
盛
亡
き
あ
と
井
伊
家

の
惣
領
と
な
っ
た
直
親
の
子
と
し
て
井

伊
直
政
は
誕
生
す
る
。幼
名
は
虎
松
。

　
し
か
し
ま
た
し
て
も
、小
野
和
泉
守
の

息
子
、小
野
但
馬
守
は
、今
川
義
元
の
後
を

継
い
だ
氏
真
に「
直
親
が
松
平
元
康
と
結

ん
で
某
反
を
お
こ
そ
う
と
し
て
い
る
」と
訴

え
た
の
で
あ
る
。永
禄
５
年（
１
５
６
２
）、

直
親
は
、申
し
開
き
の
た
め
駿
府
に
向
か
う

が
途
中
、今
川
配
下
の
掛
川
城
主
朝
比
奈

泰
朝
に
よ
り
殺
害
さ
れ
る
。遺
さ
れ
た
虎

松
は
、今
川
氏
ら
の
追
跡
か
ら
逃
れ
る
た

め
、各
地
を
転
々
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。更
に
翌
年
永
禄
６
年（
１
５
６
３
）、

85
歳
と
な
っ
て
い
た
直
平
は
天
野
攻
め
の
最

中
に
没
す（
毒
殺
さ
れ
た
と
の
説
も
あ
る
）。

子
ど
も
た
ち
、孫
た
ち
、一
族
の
者
た
ち
が

次
々
に
殺
さ
れ
て
い
く
の
を
見
て
き
た
苦
難

の
生
涯
だっ
た
に
違
い
な
い
。

　
天
文
５
年（
１
５
３
６
）今
川
氏
と
和
睦

し
て
以
来
、30
年
ほ
ど
の
間
に
、井
伊
家
を

継
ぐ
者
は
、わ
ず
か
４
歳
の
遺
児
虎
松
の
み

と
な
っ
た
。こ
こ
に
、直
親
の
許
婚
で
出
家

し
た
次
郎
法
師
が
登
場
す
る
。

　
直
親
が
殺
さ
れ
た
以
上
、虎
松
と
て
安
全

で
は
な
く
、新
野
左
馬
助
親
矩（
今
川
氏
の

家
臣
・
井
伊
氏
縁
戚
）に
引
き
取
ら
れ
、匿

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。と
こ
ろ
が
、永
禄

７
年（
１
５
６
４
）引
馬
城
主
の
飯
尾
豊
前

守
連
龍
が
今
川
氏
真
に
謀
反
を
お
こ
し
、氏

真
の
命
を
受
け
て
新
野
親
矩
が
出
陣
し
、戦

死
。し
か
も
こ
の
戦
い
で
、井
伊
氏
の
家
老

で
、虎
松
の
後
見
役
も
務
め
て
い
た
中
野
信

濃
守
も
戦
死
し
、井
伊
家
を
支
え
て
い
た
者

た
ち
を
次
々
に
失
う
こ
と
に
な
る
。虎
松

は
一
族
の
奥
山
六
左
衛
門
に
伴
わ
れ
、三
河

の
鳳
来
寺
に
難
を
避
け
る
こ
と
と
な
り
、当

主
不
在
と
い
う
井
伊
家
存
亡
の
危
機
が
訪

れ
る
。

　
永
禄
８
年（
１
５
６
５
）、井
伊
直
平
の

子
で
龍
潭
寺
の
南
渓
和
尚
が
危
機
に
直
面

し
考
え
た
の
が
、「
女
性
地
頭
」で
あ
っ
た
。

出
家
し
て
い
た
直
盛
の
娘
、次
郎
法
師
を
そ

の
ま
ま
井
伊
氏
の
家
督
と
し
、虎
松
が
成
長

す
る
ま
で
の「
中
継
ぎ
」に
し
よ
う
と
い
う

の
だ
。「
次
郎
法
師
は
女
に
こ
そ
あ
れ
、井
伊

家
惣
領
に
生
ま
れ
候
間
」と
い
う
文
言
は
、

『
井
伊
家
伝
記
』に
記
さ
れ
て
い
る
。そ
し

て
次
郎
法
師
は
直
虎
と
名
を
変
え
、虎
松
が

家
督
を
継
ぐ
ま
で
井
伊
家
の
当
主
と
し
て

の
役
目
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。永
禄
11

年（
１
５
６
８
）、「
次
郎
直
虎
」と
い
う
署

名
の
あ
る
文
書
が
残
っ
て
い
る
。次
郎
法

師
と
い
う
男
の
出
家
名
、或
い
は
、直
虎
と

名
乗
る
こ
と
に
よ
っ
て
、あ
た
か
も
男
と
し

て
領
国
を
治
め
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
永
禄
11
年
に
三
河（
現
愛
知
県
）の
徳

川
家
康
が
遠
江
へ
勢
力
を
拡
大
し
、井
伊

谷
に
侵
攻
。小
野
氏
を
攻
め
て
追
い
払
い
、

永
禄
12
年（
１
５
６
９
）、な
お
も
追
跡
し

て
こ
れ
を
滅
ぼ
し
た
。井
伊
谷
は
家
康
の

勢
力
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
天
正
３
年（
１
５
７
５
）、虎
松
15
歳
の

と
き
、家
康
と
対
面
す
る
。

　
こ
の
対
面
に
つ
い
て
、『
新
修
彦
根
市
史
』

は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
養
父
と
南

渓
の
計
ら
い
に
よ
り
家
康
が
城
下
で
鷹
狩

り
中
に
直
政
を
路
辺
で「
御
覧
」に
な
っ
た
」

（『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』）、「
対
面
に
先
立
ち

井
伊
谷
の
次
郎
法
師
が
直
政
の
た
め
に
衣

装
を
調
え
て
贈
っ
た
と
す
る
説
も
あ
り
」（
井

伊
谷
龍
潭
寺
文
書『
井
伊
家
伝
記
』）。井

伊
谷
に
お
い
て
存
亡
の
危
機
に
、井
伊
家

一
族
に
よ
り
計
画
さ
れ
た
出
会
い
で
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。

　
こ
の
時
、家
康
は
、虎
松
が
家
康
に
内
通

し
た
こ
と
で
誅
殺
さ
れ
た
直
親
の
子
で
あ

る
こ
と
を
知
り
、名
を
万
千
代
と
改
め
さ

せ
、井
伊
の
姓
に
復
す
る
こ
と
を
許
し
た
。

ま
た
、家
康
と
築
山
御
前
と
の
縁
も
大
き

く
関
わ
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。以
来
、

直
政
の
快
進
撃
が
始
ま
る
。

　
井
伊
次
郎
直
虎
は
永
禄
８
年
か
ら
直
政

を
世
に
出
す
ま
で
の
10
年
の
間
、井
伊
谷

を
治
め
虎
松
を
守
り
な
が
ら
生
き
た
の
で

あ
る
。天
正
10
年（
１
５
８
２
）８
月
26
日

直
虎
は
龍
潭
寺
で
没
す
る
。

井
伊
家
存
亡
の
危
機

次
郎
法
師
、直
虎
を
名
乗
る

虎
松
、家
康
と
出
会
う

虎松（直政）と近江
■彦根市本町 地福院
　彦根市本町の福智山地福院（本尊は不動明
王）は近年まで「慶山」と呼ばれ親しまれていた。彦
根の七夕祭りのルーツを「慶山夏祭り」とする説も
ある。開祖大蔵院順慶は元、今川氏の家臣だった
が、義元が桶狭間の戦いで敗れた後、修験者とな
って、京都の六角の住心院に居た時の話である。
　井伊直親が掛川にて殺された時、虎松にも危険
が及び、三河の鳳来寺に匿われてから後、母ととも
に住心院を訪れ、その時順慶は大いに歓待し、順
慶の庇護で今川氏の追っ手を逃れ12歳まで過ご
した。
　そして、徳川家康が関ケ原の戦いに勝利し、直
政は佐和山に封ぜられ、彦根藩初代となったとき、
順慶の恩に報いるため、彦根に呼んで宗安寺内に
一庵を与えた。その後、本町に福智山地福院を開
基した。（『彦根史話 上』より）

■米原市上多良 眞廣寺
　「確たる証拠は現在ございませんが、永禄７年
（１５６４）4月より6月に至る2ヶ月間、今川家より
命を狙われていた井伊萬千代（後の井伊直政）
が、当寺にてかくまわれていたことがあったと伝えら
れます（近江国坂田郡史第６巻より）。 これをあら
わすものとして、現在も法要の際、当寺玄関にはな
ぜか井伊家の紋がかけられます。これはかつて、こ
の紋の使用を当寺へ許可された名残であろう、と
伝えられています」（眞廣寺websiteより）。

嫡男次男三男 四男 五男

松
下
源
太
郎
清
景
・
再
婚

松
下
常
慶
入
道
安
綱

（
頭
蛇
寺
・
松
下
家
一
族
）

家
康
養
女
・
松
平
周
防
守
安
親
女

直
勝

（参考：2015/10  龍潭寺作成年表）

▶井伊家歴代墓所。天正１０年（1582）８月２６日、井伊次郎直虎没。直虎の墓は直親の隣にある（写真左より、井伊直政・直親夫人・直親・直虎・直盛夫人の墓）

と
も
や
す

ち
か
な
が

か
め 

の 

じ
ょ
う

な
ん
け
い

お
く
や
ま
と
も
と
し

う
じ
ざ
ね

や
す
と
も

に
い 

の 

ち
か
の
り
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彦
根
と
直
虎（
井
伊
谷
）を
め
ぐ
る
年
表

　　
大
河
ド
ラ
マ『
お
ん
な
城
主 

直
虎
』だ
が
、ス
ト
ー
リ
ー
は
全
く
判
って

い
な
い
。井
伊
谷
の
歴
史
を「
井
伊
直
虎 

基
礎
知
識
」と
し
て
振
り
返
っ

て
み
て
判
っ
た
こ
と
は
、直
虎
が「
女
性
地
頭
」だ
っ
た
の
は
、お
よ
そ
10
年
、

一
族
の
存
亡
の
危
機
に
あ
っ
た
。南
渓
和
尚
の「
女
性
地
頭
」と
い
う
発
想
と
、

そ
の
役
割
を
直
虎
が
見
事
に
果
た
し
、徳
川
家
康
の
元
で
、一
族
が
守
り
通

し
た
直
親
の
遺
児
が
徳
川
四
天
王
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
成
長
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。そ
し
て
ど
う
や
ら
直
虎
の
側
に
常
に
い
た
龍
潭
寺
南
渓
和
尚

が
キ
ー
マ
ン
の
よ
う
で
あ
る
。

　
「
毎
週
、テ
レ
ビ
で
は
井
伊
、井
伊
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。

直
虎
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。井
伊
と
言
え
ば
彦
根
を
皆
、思

い
浮
か
べる
で
し
ょ
う
。彦
根
に
とって
は
チ
ャ
ン
ス
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
」と
い
う
小
和
田
哲
男
先
生
の
言
葉
通
り
、『
お
ん
な
城
主 
直
虎
』は
、

舞
台
は
浜
松
だ
が
彦
根
に
とって
も
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
な
の
だ
。

　
「
彦
根
と
直
虎（
井
伊
谷
）を
め
ぐ
る
年
表
」を
見
て
み
る
と
、実
に
面
白

い
時
代
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。全
盛
期
の
今
川
氏
が
織
田
信
長
に
敗
れ
、徳

川
家
康
が
世
に
登
場
す
る
。武
田
が
い
る
、上
杉
も
北
条
も
秀
吉
も
い
る
。

直
虎
の
時
代
は
ク
ラ
イ
マッ
ク
スへ
と
向
か
う
戦
国
時
代
の
序
章
を
、井
伊

家
の
視
線
で
、描
く
よ
う
な
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。し
か
も
オ
ー
ル
キ
ャ

ス
ト
で
あ
る
。

　
さ
て
、ま
だ
ま
だ
調
査
と
研
究
が
必
要
だ
が
、彦
根
商
工
会
議
所
ら
し
く

何
が
で
き
る
だ
ろ
う…

…

。例
え
ば「
直
虎
プ
ロ
ジェク
ト
」な
る
も
の
が
立

ち
上
がっ
た
と
し
て
、大
切
な
こ
と
は
会
議
所
が
推
し
進
め
る
彦
根
の
地
域

ブ
ラ
ン
ド
戦
略
上
に
プ
ロ
ジェ
ク
ト
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。「
ま
ち（
集
客
）

ブ
ラ
ン
ド
」「
も
の（
商
品
）ブ
ラ
ン
ド
」「
く
ら
し（
生
活
）ブ
ラ
ン
ド
」の
展

開
で
あ
る
。直
虎
の
時
代
を
素
材
に「
歴
史
を
愉
し
む
城
下
町
、彦
根
」を

考
え
て
み
る
の
は
実
に「
愉
し
い
」こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。果
た
し
て
、

直
虎
は
彦
根
を
何
処
に
導
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か…

。

井伊直虎をより知るための必読書
『女にこそあれ次郎法師』
 （梓澤要/著、新人物往来社、2006年刊）
戦国の荒波に翻弄される井伊家の命運を
背負った井伊直盛の一人娘を描く。タイ
トル『女にこそあれ次郎法師』は、『井伊家
伝記』からの着想だろう。

小和田哲男著作集の第四巻。引佐町の中
世史。遠江をめぐる井伊氏の成長が記さ
れている。直虎の時代を背景をつぶさに
知るにはお薦めの一冊。

『争乱の地域史～西遠江を中心に～』
 （小和田哲男/著、清文堂、2001年刊）

井伊氏が果たした役割やその遺産をあぶ
りだし、井伊一族の実像に迫る。直虎の時
代を知るにはお手軽な一冊。

『湖の雄 井伊氏~浜名湖北から
 近江へ、井伊一族の実像~』
 （しずおかの文化新書16）

直
虎
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
!?

※参考:彦根ヒストリア講座第2講テキスト「佐和山城と彦根」・龍潭寺作成の『井伊直政・直虎・徳川家康』

▶井伊家の始祖、共保公出生の井戸。井戸のかたわらに橘の一果がある。 井伊直虎が、大河ドラマ
　の主人公として注目を集めなければ、この井戸と橘に気づかない人がほとんどだろう。

六
角
定
頼
、京
極
高
延（
高
広
）・
浅
井
亮
政
を
攻
め
て
佐
和
山
城
を
勢
力
下
に
置
く
。

井
伊
氏
斯
波
方
に
組
み
し
、今
川
勢
と
戦
い
敗
れ
る
。（
永
正
の
戦
い
・
永
正
一
〇
年
）

九
月
、六
角
定
頼
、荒
神
山
に
陣
を
構
え
、高
宮
城
を
攻
め
る
。
高
宮
三
河
守（
実
宗
ヵ
）、佐
和
山
城
に
逃
げ
込
む
。

京
極
高
慶
、六
角
定
頼
と
と
も
に
兵
を
挙
げ
て
佐
和
山
山
麓
で
京
極
高
延
と
一
戦
を
交
え
る
。こ
の
時
、定
頼
の
臣
二
階
堂
小
四
郎
、

若
宮
弥
左
衛
門
を
討
ち
取
り
定
頼
よ
り
感
状
を
得
る
。

こ
の
頃 

直
虎
出
生

今
川
義
元
家
督
を
継
ぐ
。
井
伊
氏
、今
川
氏
と
和
睦
。
旗
本
に
な
る
。
二
〇
代
井
伊
直
平
娘
を
人
質
と
し
て
駿
河
へ
送
る
。
娘 

関
口

親
永（
義
弘
）に
嫁
ぎ
瀬
名
姫
を
生
む
。
瀬
名
姫 

人
質
と
し
て
駿
府
に
送
ら
れ
て
い
た
松
平
元
康（
家
康
）と
結
婚
す
る
。

六
角
定
頼
に
通
じ
て
い
た
重
臣
多
賀
貞
隆
、佐
和
山
城
を
落
と
し
て
百
々
三
河
守
を
城
代
に
す
る
。

京
極
高
広
、執
権
浅
井
氏
の
専
横
を
怒
り
、こ
れ
を
除
こ
う
と
す
る
。
浅
井
久
政
、六
角
定
頼
に
援
助
を
求
め
る
。
定
頼
、家
臣
の
進

藤
貞
晴
を
佐
和
山
城
に
遣
わ
し
久
政
と
互
い
に
謀
っ
て
、人
質
を
と
る
。こ
の
時
、坂
田
・
犬
上
両
郡
の
人
質
は
佐
和
山
城
に
収
容
さ

れ
た
。
そ
の
後
、高
広
と
久
政
は
和
睦
す
る
。

京
極
高
広
、佐
和
山
城
を
攻
撃
。
六
角
義
賢
、荒
神
山
に
本
陣
を
置
い
て
高
広
軍
に
対
峙
す
る
が
敗
れ
、高
広
方
は
佐
和
山
城
を
占

領
す
る
。
井
伊
直
元
病
死
。

二
一
代
井
伊
直
宗
戦
死
。

井
伊
直
満（
直
親
の
父
）駿
河
で
今
川
義
元
に
誅
殺
さ
れ
る
。

直
親
、信
州
市
田
松
源
寺
で
一
〇
年
間
、保
護
さ
れ
る
。
許
嫁
直
盛
の
娘
出
家
し
、次
郎
法
師
と
名
乗
る（
井
伊
直
虎
）。

浅
井
長
政
、家
臣
百
々
内
蔵
介
に
佐
和
山
城
の
城
代
を
命
じ
る
。

六
角
義
賢
、伴
中
務
少
輔
を
た
て
て
佐
和
山
城
攻
め
を
命
ず
る
が
果
た
せ
ず
。

六
角
義
賢
、浅
井
長
政
と
通
じ
た
高
野
瀬
秀
隆
に
対
し
、「
肥
田
城
の
水
攻
め
」を
行
う
が
果
た
せ
ず
。

六
月
、六
角
義
賢
の
攻
撃
に
よ
り
高
宮
城
が
落
城
。
高
宮
三
河
守
頼
勝
、佐
和
山
城
に
逃
げ
込
む
。

六
角
義
賢
、「
野
良
田
表
の
戦
い
」に
お
い
て
、高
野
瀬
秀
隆
や
浅
井
軍
と
戦
い
敗
れ
る
。

六
角
義
賢
、高
宮
城
を
再
度
攻
撃
す
る
が
落
城
せ
ず
。

二
二
代
井
伊
直
盛  

桶
狭
間
で
戦
死
。
松
平
元
康  

岡
崎
城
に
入
る
。

六
角
義
賢
、佐
和
山
城
を
攻
め
る
。
百
々
内
蔵
介
戦
死
。
浅
井
長
政
、佐
和
山
城
を
奪
い
返
し
、磯
野
員
昌
を
城
主
と
す
る
。

二
月
九
日
、井
伊
直
政（
幼
名
虎
松
）誕
生
。
元
康
、織
田
信
長
と
和
睦
。

一
二
月
、二
三
代
直
親（
直
政
の
父
）家
康
と
内
通
の
か
ど
で
掛
川
で
誅
殺
さ
れ
る
。
直
政  

新
野
左
馬
助
に
保
護
さ
れ
る
。

二
〇
代
直
平  

天
野
攻
め
の
最
中
に
没
す
。
八
五
歳
。（
天
野
攻
め
に
向
か
う
途
中
、有
玉
の
旗
屋
で
毒
殺
の
異
説
あ
り
）。

井
伊
城
代
中
野
信
濃
守
・
新
野
左
馬
助
引
馬
城
攻
め
で
戦
死
。

次
郎
法
師   

直
虎
と
改
名
　
女
城
主
と
な
り
直
政
の
後
見
人
に
な
る
。

織
田
信
長
、浅
井
長
政
と
同
盟
関
係
を
結
び
、足
利
義
昭
を
擁
し
て
上
洛
の
た
め
佐
和
山
城
に
入
る
。

九
月
、織
田
信
長
、上
洛
に
際
し
て
高
宮
城
に
陣
取
り
、浅
井
長
政
と
会
見
す
る
。

一
一
月
、井
伊
谷
に
徳
政
令
施
行
。
家
老
小
野
但
馬
井
伊
領
を
押
領
。
龍
潭
寺
二
世
南
渓
和
尚
、直
政
八
歳
を
鳳
来
寺
へ
七
年
間
預

け
戦
乱
を
避
け
さ
す
。

一
二
月
一
五
日
徳
川
家
康
、遠
江
進
攻
井
伊
領
占
拠
　
一
八
日
引
馬
城
攻
略
。

一
月
、織
田
信
長
、再
び
高
宮
城
に
陣
取
る
。

家
康   

堀
川
城
・
堀
江
城
・
掛
川
城
攻
め
。
今
川
氏
滅
亡
。

八
月
、浅
井
長
政
、同
盟
関
係
を
破
る
。
姉
川
の
合
戦
。
磯
野
員
昌
、佐
和
山
城
に
籠
城
。

九
月
、高
宮
氏
、石
山
本
願
寺
に
従
っ
て
挙
兵
し
、織
田
信
長
と
戦
う
。

磯
野
員
昌
ら
籠
城
衆
、信
長
に
降
伏
し
て
佐
和
山
城
を
開
城
す
る
。
丹
羽
長
秀
、佐
和
山
城
に
入
る
。

九
月
、丹
羽
長
秀
ら
に
よ
っ
て
佐
和
山
城
に
呼
び
出
さ
れ
た
高
宮
右
京
亮
宗
房
、石
山
本
願
寺
へ
の
加
担
を
理
由
に
謀
殺
さ
れ
る
。

一
二
月
二
二
日
、三
方
原
合
戦
　
武
田
軍
井
伊
谷
に
乱
入
。

織
田
信
長
、犬
上
山
中
の
材
木
を
佐
和
山
城
山
麓
の
松
原
に
運
ば
せ
、そ
こ
で
大
船
を
建
造
す
る
。

八
月
、高
宮
宗
光
、織
田
信
長
の
小
谷
城
攻
め
で
戦
死
。
そ
の
子
宗
久
、小
谷
城
を
脱
出
し
て
高
宮
城
に
帰
り
、城
に
火
を
放
っ
て

一
族
離
散
。

高
野
瀬
秀
隆
、柴
田
勝
家
に
仕
え
、越
前
の
一
揆
討
伐
に
加
わ
り
安
居
で
子
の
隆
景
と
と
も
に
自
害
。

織
田
信
長
、配
下
の
蜂
屋
頼
隆
を
肥
田
城
主
に
封
じ
る
。

直
政  

鳳
来
寺
を
出
て
頭
陀
寺
の
松
下
家
の
養
子
に
入
る
。

二
月
一
五
日
直
虎
松
下
虎
松（
直
政
）を
連
れ
浜
松
城
外
で
家
康
に
お
目
見
え
。
家
康
、井
伊
万
千
代
を
名
乗
ら
せ
家
名
再
興
、

三
百
石
を
与
え
小
姓
に
取
り
立
て
る
。「
直
親
の
実
子
取
り
立
て
ず
ん
ば
叶
わ
じ
」　
五
月
長
篠
の
戦

三
月
信
長
・
家
康
、甲
州
攻
め
。
武
田
氏
滅
亡
。

本
能
寺
の
変
に
乗
じ
て
、若
狭
の
武
田
元
明
、佐
和
山
城
を
攻
め
落
と
す
。明
智
光
秀
、荒
木
氏
綱
父
子
を
佐
和
山
城
に
入
城
さ
せ
る
。

清
洲
会
議
に
よ
り
、秀
吉
の
将
堀
秀
政
、佐
和
山
城
主
と
な
る
。一
六
万
石
。

山
崎
堅
家
、秀
吉
に
仕
え
、二
万
三
九
〇
〇
石
を
給
さ
れ
て
摂
津
国
三
田
に
移
る
。

八
月
二
六
日
直
虎
龍
潭
寺
内
松
岳
院
で
没
す
。
同
年
秋
直
政
甲
州
入
り
、直
政
北
条
軍
と
の
講
和
使
者
を
果
た
す
。四
万
石
に
増
加
。

家
康
は
、武
田
の「
赤
備
え
」を
直
政
に
付
属
。
冬
元
服
、井
伊
兵
部
少
輔
直
政
と
名
乗
る
。

小
牧
長
久
手
の
合
戦
直
政
　
赤
備
え
隊
を
率
い
て
活
躍
。

四
国
へ
出
兵
中
の
堀
秀
政
、留
守
居
多
賀
源
介
に
命
じ
て
、北
国
征
伐
の
準
備
の
た
め
に
佐
和
山
城
を
修
築
す
る
。

堀
尾
吉
晴
、佐
和
山
城
主
と
な
る
。
四
万
石
。

直
政
二
五
歳
井
伊
谷
本
地
六
万
石
に
加
増
。
大
政
所
の
警
護
に
当
た
る
。

蜂
屋
頼
隆
死
去
。
秀
吉
配
下
の
長
谷
川
秀
一
、肥
田
城
主
と
な
り
、越
前
東
郷
と
併
せ
て
六
万
五
〇
〇
〇
石
を
領
す
。

堀
尾
吉
晴
、浜
松
城
主
に
転
封
。

小
田
原
の
合
戦
、直
政
三
〇
歳
。家
康
に
従
っ
て
関
東
に
移
り
、上
州（
群
馬
県
）箕
輪
十
二
万
石
城
主
に
な
り
徳
川
軍
団
筆
頭
に
な
る
。

四
月
、石
田
三
成
、代
官
と
し
て
佐
和
山
城
に
入
る
。

長
谷
川
秀
一
、朝
鮮
出
兵
の
た
め
渡
海
し
、病
の
た
め
死
去
。
肥
田
城
は
廃
城
と
な
る
。

八
月
、石
田
三
成
、湖
北
四
郡
一
九
万
四
〇
〇
〇
石
を
治
め
る
佐
和
山
城
主
と
な
る
。

石
田
三
成
、領
内
に
掟
書
を
発
布
す
る
。
佐
和
山
城
の
大
改
修
に
着
手
す
る
。

石
田
三
成
、佐
和
山
に
引
退
。

関
ケ
原
の
合
戦

佐
和
山
城
落
城
。
三
成
の
父
正
継
・
兄
正
澄
ら
自
刃
し
て
果
て
る
。

徳
川
家
康
、家
臣
の
内
藤
信
正
・
石
川
康
道
・
西
郷
正
員
に
命
じ
て
佐
和
山
を
管
理
さ
せ
る
。
ま
た
、城
下
の
治
安
の
た
め
、彦
坂
光

景
を
代
官
に
任
命
す
る
。

井
伊
直
政
、佐
和
山
城
主
と
な
る
。

井
伊
直
政
、関
ケ
原
合
戦
で
受
け
た
鉄
砲
疵
が
再
発
し
て
佐
和
山
城
内
で
死
去
。

こ
の
頃
、彦
根
城
天
守
が
完
成
し
、直
政
の
子
直
継
、彦
根
城
へ
移
る
。
佐
和
山
城
廃
城
と
な
る
。

永
正
年
間

（
一
五
〇
四 

│
一
五
二
〇
）

大
永 

元 

年（
一
五
二
一
）

天
文 

四 

年（
一
五
三
五
）

天
文 

五 

年（
一
五
三
六
）

天
文 

七 

年（
一
五
三
八
）

天
文
一
〇
年（
一
五
四
一
）

天
文
一
一
年（
一
五
四
二
）

天
文
一
三
年（
一
五
四
四
）

天
文
二
一
年（
一
五
五
二
）

永
禄 

二 

年（
一
五
五
九
）

永
禄 

三 

年（
一
五
六
〇
）

永
禄 

四 

年（
一
五
六
一
）

永
禄 

五 

年（
一
五
六
二
）

永
禄 

六 

年（
一
五
六
三
）

永
禄 

七 

年（
一
五
六
四
）

永
禄 

八 

年（
一
五
六
五
）

永
禄
一
〇
年（
一
五
六
七
）

永
禄
一
一
年（
一
五
六
八
）

永
禄
一
二
年（
一
五
六
九
）

元
亀 

元 

年（
一
五
七
〇
）

元
亀 

二 

年（
一
五
七
一
）

元
亀 

三 

年（
一
五
七
二
）

天
正 

元 

年（
一
五
七
三
）

天
正 

二 

年（
一
五
七
四
）

天
正 

三 

年（
一
五
七
五
）

天
正
一
〇
年（
一
五
八
二
）

天
正
一
二
年（
一
五
八
四
）

天
正
一
三
年（
一
五
八
五
）

天
正
一
七
年（
一
五
八
九
）

天
正
一
八
年（
一
五
九
〇
）

天
正
一
九
年（
一
五
九
一
）

文
禄 

二 

年（
一
五
九
三
）

文
禄 

四 

年（
一
五
九
五
）

文
禄 

五 

年（
一
五
九
六
）

慶
長 

四 

年（
一
五
九
九
）

慶
長 

五 

年（
一
六
〇
〇
）

慶
長 

六 

年（
一
六
〇
一
）

慶
長 

七 

年（
一
六
〇
二
）

慶
長
一
二
年（
一
六
〇
七
）

井
伊
氏
の
発
祥  

○
平
安
・
鎌
倉
時
代
。
寛
弘
七
年（
一
〇
一
〇
）、元
祖 

井
伊
共
保
出
生
。
保
元
物
語
に
井
ノ
八
郎
、吾
妻
鏡
に
井
伊
介
が
登
場
す
る
。

『
彦
根
市
史
上
冊
』（
昭
和
62
年
復
刻
版
）／『
新
修
彦
根
市
史
第
二
巻
』（
平
成
20
年
）／『
争
乱
の
地
域
史
〜
西

遠
江
を
中
心
に
〜
』（
小
和
田
哲
男
著
・
清
文
堂
・
２
０
０
１
年
刊
）／『 

湖
の
雄 

井
伊
氏~

浜
名
湖
北
か
ら
近

江
へ
、井
伊
一
族
の
実
像~

』（
辰
巳
和
弘 

・ 

小
和
田
哲
男 

・ 

八
木
洋
行 

共
著 

２
０
１
４
年
し
ず
お
か
の
文
化
新

書
16
）／『
徳
川
家
康
公
四
百
年
祭
記
念
誌 

遠
江
井
伊
氏
考
察
・
そ
の
六
』（
武
藤
全
裕
編
集 

龍
潭
寺
発
行
）

参
考

静
岡
大
学
名
誉
教
授 

小
和
田
哲
男
氏
／
井
伊
家
菩
提
寺 

龍
潭
寺（
浜
松
市
）

協
力
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※掲載を了承された事業所のみをご紹介します。（平成27年10月15日～11月11日　会員数 1,607件）

新入会員のご紹介　　                          ご入会ありがとうございます。
部会 事業所名 業種 代表者名 所在地

住宅改修工事、外構工事 安藤　達雄
オーディオ製品製造・販売 青柳　亮

建設業
観光・サービス
観光・サービス

木材・木工工業 ホラオーディオ

個別志導塾MOC

彦根市肥田町400

常
議
員
会

エイケイ美装 彦根市平田町421　207号

クワトロガッツ＆エッグス 飲食業 高宗　児玉
教育サービス業 彦根市本町1丁目11-5-7

彦根市犬方町846-5
坂野　力也

R E P O R T &  I N F O R M A T I O N
R&I　

当
所
観
光
・
サ
ー
ビ
ス
部
会（
片

岡
哲
司
部
会
長
）は
、去
る
10
月
22

日
に
大
阪
の
大
和
屋
本
店
並
び
に
イ

ン
テ
ッ
ク
ス
大
阪
へ
の
視
察
研
修
会

を
開
催
し
ま
し
た
。

　
大
和
屋
本
店
で
は
、女
将
の
石
橋

利
栄
さ
ん
か
ら
、嫁
い
で
き
て
か
ら
の

旅
館
の
女
将
業
や
30
億
円
の
借
金

か
ら
の
脱
却
、発
想
の
転
換
に
よ
る

空
き
部
屋
の
活
用
、事
業
承
継
と
し

て
も
娘
の
若
女
将
が
従
業
員
に
対
す

る
英
語
教
育
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
の
お
話
を
い
た
だ
き
ま

「
な
に
わ
の
女
将
」か
ら
学
ぶ ―

観
光
・
サ
ー
ビ
ス
部
会―

▶奈良国立博物館内の特別展「正倉院展」

▶㈱フジドリームエアラインズの格納庫 ▶大和屋本店 石橋女将との情報交換

▶彦根翔陽高校の工事現場にて

し
た
。

　
ま
た
、新
商
品
の
開
発
も
手
掛
け
、

女
将
さ
ん
仲
間
に
よ
る「
な
に
わ
の

女
将
カ
レ
ー
」を
売
り
出
し
、次
な

る
カ
ッ
プ
ラ
ー
メ
ン
の
企
画
も
あ
り
、

さ
ら
な
る
飛
躍
が
期
待
で
き
ま
す
。

　
午
後
か
ら
は
、イ
ン
テ
ッ
ク
ス
大
阪

に
て
開
催
さ
れ
て
い
る
飲
食
系
展
示

会「
フ
ァ
ベ
ッ
ク
ス
関
西
２
０
１
５
」

を
見
学
し
、各
々
の
業
務
に
関
す
る

飲
料
、調
理
器
具
、ク
リ
ー
ン
、音
響

関
係
や
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
セ
ミ
ナ
ー
な

ど
で
情
報
収
集
さ
れ
ま
し
た
。

　
金
属
工
業
部
会（
清
水
克
己
部
会

長
）・卸
商
業
部
会（
中
川
明
部
会
長
）

は
、10
月
27
・
28
日
に
15
名
参
加
の
も

と
、合
同
視
察
研
修
会
を
開
催
し
ま

し
た
。今
回
は
、「
ア
ジ
ア
No
・
１　
航

空
宇
宙
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー
形
成
特
区
」

の
中
核
で
あ
る
県
営
名
古
屋
空
港
周

辺
の
航
空
機
関
連
企
業
の
視
察
を
行

い
ま
し
た
。な
お
、今
回
視
察
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
県
営
名
古
屋
空
港
で
は

今
年
11
月
11
日
に
Ｍ
Ｒ
Ｊ
の
飛
行
試

験
が
行
わ
れ
話
題
と
な
り
ま
し
た
。

　
施
設
見
学
で
は
、㈱
フ
ジ
ド
リ
ー
ム

エ
ア
ラ
イ
ン
ズ
の
久
保
専
務
理
事
よ

り
空
港
内
Ｍ
Ｒ
Ｊ
実
物
大
モ
ッ
ク

ア
ッ
プ
や
展
望
デ
ッ
キ
に
て
エ
ン
ブ
ラ

イ
エ
ル
社
Ｅ
１
７
５
が
飛
び
立
つ
様

子
を
拝
見
し
た
後
、普
段
非
公
開
の

同
社
格
納
庫
に
移
動
し
、整
備
資
材

と
し
て
、格
納
庫
建
設
費
用
よ
り
高

価
な
Ｇ
Ｍ
製
の
エ
ン
ジ
ン
１
基
や
１
つ

３
０
０
万
円
相
当
の
ブ
レ
ー
キ
パ
ッ

ド
等
を
間
近
で
見
学
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
質
疑
応
答
で
は「
１
フ
ラ
イ
ト
に
か

か
る
費
用
は
？
」「
部
品
製
造
に
関
わ

る
規
格
は
？
」「
Ｍ
Ｒ
Ｊ
を
導
入
す
る

際
の
障
壁
は
？
」な
ど
参
加
者
か
ら

多
く
の
質
問
が
あ
り
、盛
況
の
う
ち

に
閉
会
と
な
り
ま
し
た
。

特
別
展「
正
倉
院
展
」を
見
学 ―

木
材
・
木
工
工
業
部
会―

最
先
端
技
術
の
結
晶
・
航
空
宇
宙
産
業
の
中
心
地
を
見
学

―

金
属
工
業
・
卸
商
業
部
会
合
同
視
察
研
修
会―

　
建
設
業
部
会（
田
附
弘
部
会
長
）

は
、11
月
５
日
に（
公
社
）滋
賀
県
建

設
産
業
団
体
連
合
会
と
の
共
催
に
よ

り
、高
校
生
の
建
設
工
事
現
場
見
学

会
を
開
催
し
ま
し
た
。彦
根
工
業
高

校
建
築
科
の
先
生
・
生
徒
38
名
、当

部
会
役
員
10
名
等
が
参
加
し
て
、当

部
会
事
業
所
が
携
わ
る
３
カ
所
の
工

事
現
場
を
見
学
し
ま
し
た
。

　
建
設
業
で
は
、就
業
者
が
平
成
９

年
を
ピ
ー
ク
に
減
少
の
一
途
を
た
ど

り
、約
30
％
が
55
歳
以
上
と
い
う
状

況
の
中
、次
世
代
の
人
材
育
成
が
大

き
な
課
題
と
なって
い
ま
す
。そ
こ
で
、

建
設
産
業
本
来
の
魅
力
と
最
新
技

術
の
現
状
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、

業
界
へ
の
入
職
促
進
と
イ
メ
ー
ジ

ア
ッ
プ
を
図
る
た
め
、今
回
部
会
と
し

て
初
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

　
彦
根
翔
陽
高
校
で
は
、耐
震
改
修

工
事
や
最
新
の
工
法
が
使
わ
れ
て
い

る
様
子
、楽
々
園
で
は
文
化
財
保
護

観
点
か
ら
の
工
事
の
難
し
さ
、国
道

４
２
１
号
道
路
の
現
場
で
は
ス
ケ
ー

ル
の
大
き
な
工
事
の
醍
醐
味
を
そ
れ

ぞ
れ
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
生
徒
達
は
各
現
場
で
色
々
と
質
問

を
し
な
が
ら
熱
心
に
見
学
し
、有
意

義
な
う
ち
に
終
了
し
ま
し
た
。

現
場
で
学
ん
で
次
世
代
育
成

―

建
設
業
部
会「
高
校
生
の
建
設
工
事
現
場
見
学
会
」―

12月29日（火）から新年１月3日（日）まで商工会議所会館を休館させていただきます。
なお、新年業務は1月4日（月）午前9時より始めさせていただきます。

商工会議所会館
年末・年始休館のお知らせ

　
木
材
・
木
工
工
業
部
会（
角
卓
明

部
会
長
）は
彦
根
地
場
産
業
連
絡
協

議
会（
宮
川
孝
昭
会
長
）と
合
同
で
、

去
る
11
月
９
日
に
視
察
研
修
会
を
開

催
し
、部
会
員
を
は
じ
め
総
勢
16
名

が
参
加
し
ま
し
た
。

　
「
正
倉
院
展
」は
、例
年
10
月
下
旬

か
ら
11
月
上
旬
に
か
け
て
期
間
限
定

で
宝
物
が
公
開
さ
れ
、期
間
中
に
20
万

人
超
の
来
場
が
あ
る
歴
史
的
・
文
化

的
価
値
の
高
い
展
示
会
で
す
。

　
会
場
内
に
展
示
さ
れ
た
宝
物
に
対

し
、多
言
語
で
解
説
さ
れ
て
お
り
、外

国
人
観
光
客
も
多
数
来
場
す
る
な

ど
、関
心
の
高
さ
が
伺
え
ま
し
た
。

　
正
倉
院
展
の
見
学
後
は
、旧
市
街

地
で
あ
る「
な
ら
ま
ち
」を
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
案
内
の
も
と
、世
界

文
化
遺
産
で
あ
る
元
興
寺
等
を
散

策
し
ま
し
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
、「
現
地
ガ
イ
ド
の

案
内
に
よ
り
、歴
史
的
背
景
を
知
る

こ
と
が
出
来
た
」、「
毎
回
展
示
内
容

が
変
わ
る
の
で
、今
後
も
見
学
し
た

い
」と
い
う
声
が
あ
り
、有
意
義
な
視

察
研
修
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
11
月
度
常
議
員
会
は
、去
る
11
月
11
日（
水
）当
所
に

て
、常
議
員
14
人
、小
出
会
頭
、木
村
・
中
川
副
会
頭
、志

賀
谷
専
務
理
事
ら
が
出
席
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
小
出
会
頭
が
挨
拶
の
後
、議
長
に
就
任
し
、議
案
と
し

て
、①
新
入
会
員
４
件
の
承
認
、②
彦
根
商
工
会
議
所
役

職
員
給
与
規
定
一
部
改
正
に
つ
い
て
、志
賀
谷
専
務
理
事

か
ら
説
明
の
後
、議
長
が
諮
り
、満
場
一
致
で
可
決
承
認

さ
れ
、③
彦
根
商
工
会
議
所
就
業
規
則
一
部
改
正
に
つ
い

て
、④
彦
根
商
工
会
議
所
特
定
個
人
情
報
を
含
む
個
人

情
報
保
護
方
針
・
個
人
情
報
保
護
規
程
に
つ
い
て
、中
川

事
務
局
長
か
ら
説
明
の
後
、議
長
が
諮
り
、い
ず
れ
も
満

場
一
致
で
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
続
い
て
報
告
事
項
と
し
て
、近
江
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
推
進

協
議
会
、彦
根
市
長
等
と
の
懇
談
会
、彦
愛
犬
・
米
原
各

商
工
会
長
と
の
交
流
懇
談
会
、平
成
28
年
度
県
予
算
編

成
等
に
係
る
要
望
、部
会
・
委
員
会
報
告
、２
０
１
６
会

員
交
流
フェア
に
つ
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

会
議
・
行
事 

開
催
報
告

古
式
銃
研
究
会
彦
根
鉄
砲
隊
演
武

杉
本
定
幸
会
長

10
月
17・18
日　
大
阪
府
堺
市
に
て
開
催

彦
根
異
業
種
交
流
研
究
会

10
月
度
例
会

橋
川
高
治
会
長

10
月
19
日　
大
学
サ
テ
ラ
イ
ト
プ
ラ
ザ

　
　
　
　
　
彦
根
に
て
開
催

三
水
会
定
例
会

井
戸
田
裕
二
代
表
幹
事

10
月
19
日　
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
㈱
滋
賀
工
場

　
　
　
　
　
に
て
開
催

ビ
ジ
ネ
ス
に
使
え
る
数
字
セ
ミ
ナ
ー

第
１
講

10
月
20
日　
当
所
に
て
開
催

近
江
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
推
進
協
議
会

役
員
・
幹
事
会

小
出
英
樹
会
長

10
月
21
日　
当
所
に
て
開
催

近
江
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
推
進
協
議
会

会
長
・
委
員
長
会
議

小
出
英
樹
会
長

10
月
29
日　
当
所
に
て
開
催

彦
根
異
業
種
交
流
研
究
会
ビ
ジ
ネ
ス

チ
ャ
ン
ス
委
員
会

兒
島
裕
明
委
員
長

10
月
31
日　
滋
賀
県
立
大
学
に
て
開
催

彦
根
市
長
・
産
業
部
長
と
正
副
会
頭

と
の
懇
談
会

11
月
２
日　
彦
根
市
役
所
に
て
開
催

い
い
秋
散
策
プ
ラ
ン

か
ん
た
ん
変
身
体
験

11
月
７・８
日　
彦
根
城
博
物
館
に
て
開
催

ビ
ジ
ネ
ス
に
使
え
る
数
字
セ
ミ
ナ
ー

第
２
講

11
月
10
日　
当
所
に
て
開
催

常
議
員
会

小
出
英
樹
会
頭

11
月
11
日　
当
所
に
て
開
催

業
務
革
新
委
員
会

清
水
克
己
委
員
長

11
月
11
日　
当
所
に
て
開
催

彦
根
異
業
種
交
流
研
究
会
11
月
例
会

橋
川
高
治
会
長

11
月
13
・
14
日　
八
十
島
プ
ロ
シ
ー
ド
㈱

　
　
　
　
　
　
　
仙
台
工
場

1961年生まれ。NPO法人グロー
バルキャンパス理事長。
2009年～2011年、「全国地域オペ
レーター創造ネットワーク」代表
世話人として集客交流サービスを
担う観光まちづくり事業体（DMC：
Destination Management Organiza-
tion）の全国ネットワークづくりを
進め、「DMC事業運営人材育成」
（主催：日本観光協会）を全国約70
地域で開催。
2009年10月から国土交通省「成
長戦略会議」委員として「観光立
国」に向けた成長戦略の策定に取
り組む。
2007～2008年、国土交通省「ニュー
ツーリズム創出・流通促進事業」
「持続可能な観光まちづくり事業
体創出支援調査」、経済産業省「体
験交流観光・集客サービスビジネ
ス化研究会」。
2009～2011年、観光庁「観光地域
づくり人材育成ガイドライン検討
会議／観光庁「観光地域づくりプ
ラットフォーム検討会議」委員、内
閣府・行政刷新会議・規制制度改
革「農林・地域活性化ワーキンググ
ループ」委員など。

●大社 充（おおこそみつる）氏

近江インバウンド推進協議会
第2回会員セミナー開催

日時：2106年１月１２日（火）１５：００～１６：３０
場所：ホテルサンルート彦根 ３階会議室
    　　 （彦根市旭町９－１４）
講師：NPO法人グローバルキャンパス理事長  大社 充氏

「観光地域づくりプラットフォームの戦略」

お申込み・お問合せ：TEL.0749-22-4551

日本版ＤＭＯの第１人者大社充氏のお話を聞くことが
できる貴重な機会です。オープン参加可。会議所会員
の皆さまも是非、ご参加ください。



不易流行 89 彦根商工会議所 vol.21

青年部通信 YEG December.20l5

第５回 彦根YEG
わーくメッセを開催

December.2015女性会通信   
2015いい秋散策プラン
かんたん変身体験に出務

10
月
度
例
会「
彦
根
版
風
会
議
」 

〜
風
会
議
で
創
る
彦
根
の
魅
力
！
〜

　
去
る
10
月
28
日（
水
）、彦
根
商

工
会
議
所
に
て
青
年
部
会
員
と
市

役
所
職
員
、市
内
の
大
学
生
を
含

む
47
名
参
加
の
も
と
、10
月
度
例

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
の
例
会
を
迎
え
る
に
あ
た

り
、担
当
委
員
会
で
は
７
月
に
開

催
し
た
例
会
の
内
容
を
集
約
し
た

独
自
の「
彦
根
魅
力
マ
ッ
プ
」を
作

成
し
、当
日
の
資
料
と
し
て
配
付

致
し
ま
し
た
。　

　
ま
た
、参
加
者
に
は「
魅
力
的
な

街
」に
つ
い
て
事
前
に
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
し
、例
会
時
に
、よ

り
有
意
義
な
意
見
が
出
る

よ
う
努
め
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
事
前
準
備
が

功
を
奏
し
て
か
、官
学
民
の

三
者
を
交
え
た
グ
ル
ー
プ

ご
と
に
活
発
な
意
見
が
交

わ
さ
れ
、新
創
造
し
た
彦
根

の
魅
力
に
つ
い
て
斬
新
な

ア
イ
デ
ア
が
、次
々
と
提
案

さ
れ
ま
し
た
。

　
現
在
、「
彦
根
の
街
を
よ
り

良
く
し
た
い
」と
い
う
思
い

は
市
民
一
人
一
人
が
持
っ

て
い
る
も
の
の
、ツ
ー
ル
と

し
て
何
を
活
用
し
、具
体
的

　
去
る
10
月
22
日（
木
）23
日（
金
）

金
沢
に
て
、全
国
商
工
会
議
所
女
性

会
女
性
会
連
合
会 

石
川
全
国
大
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
全
国
か
ら
の
参
加
者
は
３
２
３
７

名
で
、彦
根
か
ら
は
９
名
が
参
加
し

ま
し
た
。
22
日
の
昼
食
は
福
島
県

女
連
と
の
第
５
回
目
の
交
流
会
が

も
た
れ
ま
し
た
。福
島
県
側
か
ら
は

「
復
興
は一歩
ず
つ
前
進
し
て
い
る
も

の
の
ま
だ
ま
だ
と
い
う
と
こ
ろ
で
す

が
、皆
、力
強
く
頑
張
って
い
ま
す
。」

と
い
う
お
話
が
あ
り
、共
に
頑
張
り

ま
し
ょ
う
と
励
ま
し
合
い
ま
し
た
。

　
23
日
の
い
し
か
わ
総
合
ス
ポ
ー
ツ

　
か
つ
て
女
性
会
に
は
、「
京
都
き
も
の
パ
ス
ポ
ー

ト
」の
よ
う
な
着
物
を
着
て
ま
ち
な
か
を
歩
い
て

も
ら
え
る
よ
う
な
イ
ベン
ト
の
構
想
が
あった
。

　
平
成
19
年
、国
宝
・
彦
根
城
築
城
４
０
０
年

祭
開
催
の
年
に
、「
い
い
秋
散
策
プ
ラ
ン
」の
ひ
と

つ
の
イ
ベン
ト
と
し
て
か
ん
た
ん
変
身
体
験
や
お

姫
様
変
身
体
験
が
計
画
さ
れ
、企
画
・
運
営
に

女
性
会
が
協
力
、近
年
に
は「
ひ
こ
ね
を
盛
り
上

げ
隊
小
江
戸
実
感
劇
団
」も
加
わ
り
、変
身
体

験
の
イ
ベン
ト
が
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。平
成

25
年
ま
で
は
太
秦
映
画
村
の
協
力
も
あっ
た
が
、

予
算
や
着
付
け
に
か
か
る
時
間
の
制
約
な
ど
で
、

現
在
は
衣
装
は
全
て
自
前
の
も
の
を
揃
え
、着

付
け
も
、女
性
会
と
ひ
こ
ね
を
盛
り
上
げ
隊
の
メ

ン
バ
ー
が
担
って
い
る
。ヨ
ロ
イ（
甲
冑
）変
身
体

に
ど
う
動
け
ば
良
い
の
か
分
か
ら

な
い
と
い
う
方
が
ほ
と
ん
ど
な
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
風
会
議
と
い
う
場
が
現
状
打
破

の
き
っ
か
け
と
な
り
、会
議
で
提

案
さ
れ
た
意
見
が
実
際
の
市
政
に

活
か
さ
れ
、市
民
が
誇
り
を
持
て

る
街
づ
く
り
の
一
端
と
な
る
こ
と

を
願
い
ま
す
。

　
今
後
も
地
道
に
議
論
を
重
ね
、

世
界
に
誇
れ
る
彦
根
を
共
に
築
き

上
げ
て
行
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　

       

滋
賀
縣
護
國
神
社  
山
本
大
司

　11月7日（土）、8日（日）恒例となりました「かんた
ん変身体験・ヨロイ（甲冑）変身体験」のお手伝いに
参加しました。
　今年は彦根城博物館で行われ、大変な賑わいでし
た。初日は好天に恵まれ、子ども達もたくさんの参
加がありました。特に忍者が好評で、衣装が足りな
い事態も発生。皆、汗だくでの変身のお手伝いでし
た。印象深いのはオーストラリアのご家族。どれも
素敵、と着物の柄に目を輝かせておられ、娘さんとお
母さん共に、その着こなしの素晴らしいこと！豪華
な振袖がとてもお似合いで、ご主人と一緒にお手伝
いした皆がうっとり…、でした。
　2日目はあいにくの雨模様となり、散策は博物館内
で行われ、木造棟にて記念写真撮影を楽しんでいた
だき、体験者数は総勢103名と、好評の内に無事終了
することができました。　　　　　渡辺薬局 渡邊 僖子

青年部伝言板 ■ 青年部臨時総会 平成28年1月12日（火）17時30分～ 於：彦根商工会議所  ■ 青年部新年会 平成28年1月12日（火）18時30分～ 
於：双葉荘 ■ 会員の慶弔に関する情報は事務局までお知らせください。

近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
わ
か
や
ま
大
会

〜
青
年
経
済
人
が
一
同
に
集
合
し
、ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ
！
〜

　
去
る
10
月
17
日（
土
）、第
33
回
日
本

商
工
会
議
所
青
年
部
近
畿
ブ
ロッ
ク
大

会「
わ
か
や
ま
大
会
」が
和
歌
山
の
地
で

開
催
さ
れ
、我
々
彦
根
商
工
会
議
所
青

年
部
か
ら
総
勢
20
名
が
参
加
し
ま
し

た
。

　
近
畿
ブ
ロッ
ク
大
会
で
は
、開
催
地
な

ら
で
は
の
魅
力
的
な
分
科
会
が
い
く
つ

も
用
意
さ
れ
て
お
り
、今
年
は
当
青
年

部
の
小
栁
君
が
出
向
し
て
い
る
日
本
商

工
会
議
所
青
年
部
ビ
ジ
ネ
ス
交
流
委
員

会
が
担
当
の「
ビ
ジ
ネ
ス
交
流
会
」に
彦

根
か
ら
多
く
の
メ
ン
バ
ー
が
参
加
し
ま

し
た
。ビ
ジ
ネ
ス
マッ
チ
ン
グ
を
目
標
に

名
刺
交
換
会
の
あ
と
、グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
各
参
加
者
が
今

求
め
て
い
る
も
の
や
、抱
え
て
い
る
課
題

な
ど
を
中
心
に
活
発
な
意
見
交
換
が
行

わ
れ
、非
常
に
良
い
刺
激
と
な
り
有
意

義
な
時
間
を
過
ご
せ
ま
し
た
。

　
そ
の
後
の
大
懇
親
会
で
は
開
催
地
の

特
産
物
を
豊
富
に
扱
っ
た
も
て
な
し
と

鉄
砲
演
武
な
ど
迫
力
あ
る
余
興
を
堪

能
し
、来
年
の
近
畿
ブ
ロッ
ク
大
会
へ
の

期
待
を
胸
に
彦
根
へ
の
帰
路
に
つ
き
ま

し
た
。　
　

 　

 

㈱KA
D
O
N
O
  

門
野
真
将

～実践的な職業体験を通じて子どもたちに夢を～

　去る10月12日（月・祝）彦根市内の商店街（橋本・
銀座・中央・四番町スクエア・夢京橋キャッスルロード）
にて、第５回彦根ＹＥＧわーくメッセを開催しました。
　ユーモア委員会担当のもと西村委員長を中心に準
備が進められてきた今回のわーくメッセは、会場を市
内の商店街へと移すことで実店舗での体験を可能と
するなど、各体験ブースにおいてより実践的な職業体
験ができるよう工夫を重ねました。
　36店の体験ブースと６つの飲食ブースが設けられ
た中、私は飲食ブースを出店させていただき、子ども
たちが職業体験で手にしたＹＥＧ通貨を持ち笑顔で
買いに来てくれる姿を見て、こちらも販売する姿勢を
通じて子どもたちに何かを伝えたいというような気
持ちで取り組みました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱Full-Cube  内田敏弘

全
女
連 

石
川
全
国
大
会
に
参
加

変
身
体
験
の
過
去
と
未
来

セ
ン
タ
ー
で
開
か
れ
た
全
国
大
会
で

は「
㈱
ス
ギ
ヨ
の
歴
史
と
経
営
戦
略

の
ル
ー
ツ
を
紐
解
き
将
来
へ
向
け
て
」

と
題
し
て
、寛
永
時
代
か
ら
続
く
練

り
製
品
の
企
業
が
常
に
新
し
い
付
加

価
値
創
造
を
心
掛
け
開
発
型
の
企

業
を
目
指
し
て
き
た
、と
カ
ニ
か
ま

ぼ
こ
の
で
き
あ
が
る
ま
で
の
苦
労
話

な
ど
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
話
さ

れ
ま
し
た
。社
訓
は「
健
康
は
最
大

の
幸
福
な
り
。努
力
は
最
後
の
勝
利

な
り
」と
あ
り
、全
体
を
通
し
て
杉

野
社
長
の
地
元
で
あ
る
能
登
の
風

土
と
歴
史
・
文
化
に
対
す
る
深
い
愛

着
を
感
じ
ま
し
た
。石
川
の
皆
さ
ま

の
、力
の
こ
も
っ
た
お
も
て
な
し
に
感

謝
し
つ
つ
、帰
途
に
つ
き
ま
し
た
。　

　
　
　
　
　
　
㈲
山
形
屋 

若
林
富
美
子

年度
参加者数

かんたん変身体験 ヨロイ(甲冑)変身体験 お姫様変身体験

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

平成22年度

平成21年度

平成20年度

平成19年度

65 名

153 名

55 名

71 名

120 名

27 名

138 名

98 名

154 名

38 名

39 名

24 名

25 名

21 名

6 名

実施無し

実施無し

実施無し

験
は
平
成
22
年
か
ら
導
入
さ
れ
、年
々
体
験
者
も

増
え
て
い
る
。

　
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム「
信
長
の
野
望
」の
ファン

だ
と
い
う
台
湾
の
学
生
は
、石
山
に
泊
ま
り
な
が

ら
自
転
車
で
琵
琶
湖
周
辺
を
巡
って
い
る
途
中
、

彦
根
城
に
立
ち
寄
っ
た
と
い
う
。訪
日
外
国
人

誘
致
が
推
進
さ
れ
る
中
、実
施
場
所
や
天
候
に

左
右
さ
れ
る
イ
ベン
ト
だ
が
、体
験
型
の
観
光
コ

ン
テ
ン
ツ
と
し
て「
か
ん
た
ん
変
身
体
験
」に
期

待
が
集
ま
る
と
こ
ろ
だ
。今
後
も
コ
ン
テ
ン
ツ
と

し
て
定
着
を
図
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、多
く
の
問

題
を
ク
リ
ア
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。年
に
２
日

間
だ
け
の「
か
ん
た
ん
変
身
体
験
」な
ら
ば
良
い

が
、例
え
ば
、衣
装
の
ク
オ
リ
テ
ィ
を
保
つ
た
め
に

は
、着
付
け
の
人
員
と
所
用
時
間
、料
金
な
ど
が

課
題
と
な
る
。

　
ま
た
、「
信
長
の
野
望
」や「
ナ
ル
ト
」な
ど

の
ゲ
ー
ム
や
ア
ニ
メ
フ
ァ
ン
の
期
待
に
応
え
る

変
身
体
験
も
必
要
だ
が
、「
日
本
の
文
化
を

彦
根
の
歴
史
的
景
観
の
な
か
で
体
験
し
て
い

た
だ
く
」と
い
う
本
質
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
変
身
し
写
真
を
撮
る
体
験
か
ら
ま
ち
な

か
へ…

…

。「
京
都
き
も
の
パ
ス
ポ
ー
ト
」を
参

考
に
彦
根
独
自
の
観
光
コ
ン
テ
ン
ツ
へ
の
深

化
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
ろ
そ
ろ「
い
い
秋
散
策
プ
ラ
ン
」の
ひ
と

つ
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
な
く
、体
験
型
の
観
光
コ

ン
テ
ン
ツ
の
構
築
を
す
る
時
期
に
来
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ー　　

取り止め

42 名

46 名

45 名

41 名

49 名

56 名

38 名
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H C C I .  p r e m i u m  s t o r y ⑦

真田信繁（幸村）と彦根　　　 真田信繁の娘の墓
　2016年NHK大河ドラマは
「真田丸」である。真田幸村が、
大坂の陣において戦国時代最
後にして最強の砦「真田丸」を
作りあげるまでの生涯を描いた
作品だ。
　幸村の本名は「真田源次郎
信繁」。大坂の陣で宿敵徳川家
康と戦った彼の武勇は、後世に
語り継がれることになった。この
時信繁49歳。家康を追い詰め
た真田信繁の名は江戸時代、禁
句とされ、幕府を憚った講釈師
によって「幸村」として語られる
ようになったという（本稿は以下、
幸村）。そしてその名は、真田十
勇士と共に小説やアニメ、ゲー
ムなどで知られ、最も人気のあ
る武将である。
　幸村は、真田昌幸の次男とし
て生まれた。父、昌幸は、少年の
頃から武田信玄に仕え、青年期
には信濃武田軍歩兵部隊の一
隊をまかされ独自の「真田戦法」
をつくりあげた。徳川の大軍と
二度戦い、二度とも破った類の
ない戦歴をもっている。幸村の
武勇は昌幸の影に隠れていた
が、大坂の陣で鮮烈なデビュー

を果たすことになる。
　『彦根史話』（1964年・宮田
常蔵著）に、次のような記述が
ある。「大坂方の名将真田左衛
門佐幸村には一子大助の外に
一女があった。彦根藩士青木五
郎兵衛の妻となって、大坂両陣
の頃には彦根に在住していたが、
父は大坂方の将として弟大助と
共に大坂城に入り、夫は井伊家
の家臣として、直孝に従って東
軍の陣中にあった。（中略）青木
氏はもと信州上田城主真田昌
幸の家臣であったが、武田氏滅
亡後、武田方の四手の将山県、
土屋、馬場の諸将の手のものと
一緒に七十余名が徳川氏に降
り（中略）、井伊直政に前記四手
の士七十余騎が配属されたが、
青木氏の初代もその中の一人
であった」。
余談だが彦根城築城後、屋敷を
与え住まわせ七十人衆とよんだ
のが、七十人町（現:京町三丁
目の一部）の名の起源だという。
　また、真田幸村の血脈が仙台
真田氏として受け継がれている
ことを記した『仙台真田代々記』
（1996年・宝文堂）、『真田幸村

ることが判明した」。
　青木氏の菩提寺は彦根本町
江国寺である。少林禅寺は江
国寺末寺だ。過去帳には四代目、
青木五郎兵衛が彦根元祖と記
録され法名は「徳挙院殿正因
寿心大居士」。
　少林禅寺を訪れると、山腹に
歴代住職の墓が並んでいる。そ
の一番奥、斜面に向かい「九品
院殿智海妙恵大姉」の墓碑が
ある。名将真田幸村の血脈の
一筋がここに眠っている。彦根
に嫁ぎ、大坂城落城の六年後に
亡くなった女性が彦根で生きた
証だ。
　NHK大河ドラマ「真田丸」が
始まろうとしている。大坂の陣で
の真田の赤備えvs井伊の赤備
えの対決、石田三成と幸村、兄
の信幸はどんな風に描かれるの
か…。大いに気になるところで
ある。

子孫の仙台戊辰史―真田喜平
太の生涯―』（2013年・株式会
社宮帯出版社）の著者小西幸
雄氏は仙台真田氏研究の第一
人者である。小西氏は『真田幸
村と伊達家』（2015年・国宝大
崎八幡宮仙台江戸学叢書）で
最新の研究成果を記している。
「片桐重綱に保護された幸村の
女子四人について、『仙台真田
系譜』の記事に基づき前述した。
この幸村の女子四人について、
筆者が一九九六年に出版した
『仙台真田代々記』では阿梅、お
かね、阿菖蒲、名前不詳の八女
として記述していた。その後の
調査により、訂正しなければなら
ない事実が判明したので、次に
記載することとする。はじめに
「青木次郎右エ門室」であるが、
徳川家重臣の井伊直政に配属
された、蒲生氏郷一族である青
木五郎兵衛重賢の彦根二代目
の青木五郎兵衛朝之（知行千
石）の正室弁であり、元和六年
（一六二〇）四月十八日に彦根
で死去（法名・九品院殿智海
妙恵大姉）し、その墓碑が彦根
市笹尾町の少林禅寺に現存す

参考
『彦根史話・上』宮田常蔵著・発行所 彦根史話刊行会
『井伊の赤備え ̶ 彦根藩の甲冑̶』彦根城博物館
『歴史読本 戦国武将の美学』新人物往来社
『仙台真田代々記』（宝文堂）
『真田幸村子孫の仙台戊辰史―真田喜平太の生涯―』
（2013年・株式会社宮帯出版社）
『真田幸村と伊達家』（2015年・国宝大崎八幡宮仙台
江戸学叢書）

HIKONE premium seminars 彦根プレミアム塾・すぐに役に立つ実学講座

「悩めるリアリスト井伊直弼」 
● 何を悩み、何を極め、何処へ
　行こうとしたのか!?

第９講 平成28年2月3日（水） 平成28年3月30日（水）

「空白の彦根藩」
● 桜田門外の変から明治維
　新へ

第10講

「彦根藩士ベスト10」 
● 彦根で暮らすなら知っておき
　たい人物

▶井伊直弼像（清凉寺蔵・写真:彦根城博物館）

 コーディネーター  谷口 徹氏  （元彦根市教育委員会文化財部長） 
　専門分野を越えて、彦根の古代から現代に至る彦根の歴史を俯瞰でき
る唯一の人物。
　1953年滋賀県生まれ。1976年明治大学文学部考古学専攻課程
卒業。滋賀県文化財保護協会技師、滋賀県埋蔵文化財センター技師を
経て、1986年彦根城博物館学芸課学芸員。2010年彦根市教育委員会

　定着したかに見える「文化人井伊直

弼」像。では、文化人としての直弼が、生

涯を通じてもっとも励みとしたのは何

だったのか。

　このことを追求する過程で「人間井伊

直弼」像が透けて見えてきます。

　彦根ヒストリア講座で、彦根城や城郭、

城下町、魅力的な藩主について学んでき

ましたが、彦根を生きた彦根藩士ベスト

10を選び講座の最後を飾りたいと思い

ます。その10人は、受講生の皆さんの協

力を得ながら決定いたします。

文化財部長、彦根市企画振興部彦根城世界遺産登録推進室を併任。
2013年定年退職。現彦根城博物館学芸史料課研究員、滋賀県立大学人
間文化学部研究員。著書に『幻の名窯湖東焼』（1996）・『近江戦国の道』
（1995）・『近江中山道』（1998）・『井伊直弼の茶の湯』（2007）・『たね
や美濠美術館図録 湖東焼』（2007）など多数。

　彦根の城と城館を谷口徹先生の解説
と図版でまとめた全52頁・カラー印刷、
彦根ヒストリア講座のプレミアムテキス
トです。
　佐和山城、山崎山城、肥田城、高宮城、
田付城、甘呂城、本庄城、新海城、甲崎
城、太堂城、日夏城、河瀬城、蓮台寺城、
平流城、彦富城、物生山城、男鬼入谷城、
百々館などを掲載。
　郷土の歴史を知る手掛かりとなる貴
重なテキストを、この機会に是非お買
い求めください。
　　　　　　　（頒布価格500円税込）

『私の町の戦国』解説シート

H i k o n e - H i s t o r i a

彦根の城と城館

▶明治の三筆 日下部鳴鶴（彦根城博物館蔵）▶戊辰戦争で活躍する青木貞兵衛（彦根市立図書館蔵）

第８講 12月16日（水）

●受講料  会員500円・非会員・一般700円・学生無料
●場　所  彦根商工会議所４階大会議室
●時　間 18：30開場・19：00スタート（前半50分・休憩10分・後半50分）
●お申込み　彦根商工会議所 TEL.0749-22-4551

彦根ヒストリア講座
コーディネーター  谷口 徹 氏（元彦根市教育委員会文化財部長） 

城下町 形成の歴史を時系列に学ぶ 彦根の幕末・明治維新を学ぶラスト３講座

しが新事業応援ファンド

本件窓口
（公財）滋賀県産業支援プラザ
 TEL.077-511-1412

■主な対象者　地域資源を活用して新商品・サービスの開発に取り組む中小企業者
■助成対象　　（１）地域資源を活用した新たな商品・サービスの開発を図る事業のうち、企画検討や試作開発などの取り組み
　　　　　　　　　（助成率：原則2分の1、上限：300万円／年、助成期間：最長3年）
　　　　　　　（２）ファンド事業を受けて開発された新商品・新サービスに係わる販路の開拓を図る事業
　　　　　　　　　（助成率：原則2分の１、上限：200万円／年、助成期間：最長１年）
　　　　　　　（３）上記の取り組みを支援する事業（助成額：上限100万円、助成率：2分の１、助成期間：最長1年）
　　　　　　　　　　※ただし、上記（１）（２）については、県が指定する地域産業資源を活用し、かつ県が指定する地域に合致する場合は、審査
　　　　　　　　　　　委員会で助成率3分の2を認める場合があります。

■助成対象経費　 当該助成事業を適切に実施するために必要な経費であって、主に次に掲げるものとします。
　　　　　　　（１）講師など外部専門家・協力者等の謝金および旅費
　　　　　　　（２）研修費、会場費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、通訳料、筆耕翻訳料、借損料
　　　　　　　（３）調査、デザイン、技術コンサルタント、設計、外注加工、実験・分析、試作品の開発等を委託する経費
　　　　　　　　　　（ただし、助成事業の中核をなす部分等は委託できません。）
　　　　　　　（４）原材料費、試作用の機械装置または工具器具等購入費、試作品製作費
　　　　　　　　　　（試作品の開発や実験等に必要なものに限ります。）
　　　　　　　（５）パンフレット・ホームページ等の作成費、広告宣伝費
　　　　　　　　　　（ただし、ホームページの作成費、広告宣伝費は販路開拓事業に限ります。）

■公募期間　　平成28年１月4日（月）～１月22日（金）（15時必着）

彦根商工会議所 TEL.0749-22-4551
申請手続き・各種書類作成について当所経営指導員がご相談に応じます。
お気軽にお問合わせください。

　井伊直弼が桜田門外で暗殺、そして明

治維新。彦根の歴史は、この間がワープ

して空白のままであり、余り語られること

がありません。しかし、10年余の「空白

の彦根藩」こそ、彦根藩がもっとも苦悩し

た時代でした。その真実を学びます。
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井
伊
直
中
は
、明
和
三
年（
一
七
六
六
）、

十
代
直
幸
の
七
男
と
し
て
江
戸
で
誕
生

し
ま
し
た
。幼
少
時
は
江
戸
で
過
ご
し
、

安
永
三
年（
一
七
七
四
）、九
才
の
時
、兄

仙
之
丞（
十
才
）、弟
又
介（
七
才
）と
と
も

に
彦
根
に
引
っ
越
し
、城
下
の
広
小
路
御

屋
敷（
現
在
の
彦
根
東
高
校
敷
地
内
）で

暮
ら
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
は
、

直
幸
が
庶
子
と
し
て
尾
末
町
御
屋
敷
で

暮
ら
し
た
自
ら
の
経
験
を
踏
ま
え
、世
子

以
外
の
男
子
を
彦
根
で
養
育
す
る
方
針

を
と
っ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

  

こ
の
広
小
路
御
屋
敷
の
三
兄
弟
に
は
、

御
附
役
や
御
伽
役
、奥
女
中
、賄
役
、櫛
役
、

番
人
、料
理
人
ら
、三
十
人
ほ
ど
が
付
け

ら
れ
ま
し
た
。そ
の
ほ
か
、直
中
ら
に
武

芸
や
学
問
を
教
授
す
る
師
範（
藩
士
）や
、

定
期
診
察
を
す
る
医
師
ら
が
出
入
り
を

し
ま
し
た
。定
例
の
稽
古
と
し
て
剣
術
、

鎗
術
、弓
術
、鉄
砲
、手
習
い
、漢
文
書
籍

の
読
書
が
定
期
的
に
行
わ
れ
、不
定
期
に

儒
学
の
講
釈
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。家

庭
教
師
が
屋
敷
に
や
っ
て
く
る
ス
タ
イ

ル
で
し
た
。直
中
は
鉄
砲
の
稽
古
を
好
み
、

当
主
と
な
っ
た
後
も
変
わ
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。学
問
で
は
、当
時
、徂
徠

学
派
の
代
表
的
儒
学
者
で
あ
っ
た
野
村

公
台
か
ら
教
え
を
受
け
ま
し
た
。公
台
は
、

安
永
十
年
に「
広
小
路
御
子
様
方
学
事
御

用
」を
命
じ
ら
れ
、こ
の
時
、十
六
才
と
な

っ
て
い
た
直
中
は
、公
台
か
ら
人
材
登
用

の
重
要
性
な
ど
、国
家
の
政
治
論
を
学
び

ま
し
た
。こ
の
時
の
学
問
修
得
は
、の
ち

の
直
中
の
藩
政
に
大
き
な
影
響
を
与
え

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
直
中
が
二
十
二
才
と
な
っ
た
天
明
七

年（
一
七
八
七
）七
月
、世
子
と
し
て
将
来

を
嘱
望
さ
れ
て
い
た
兄
直
富
が
江
戸
で

死
去
し
ま
し
た
。直
中
は
急
遽
江
戸
に
呼

ば
れ
、世
子
と
な
り
、当
時
十
六
才
の
将

軍
徳
川
家
斉
に
御
目
見
し
ま
し
た
。こ
の

年
の
五
月
は
、江
戸
・
大
坂
な
ど
全
国
の

都
市
で
打
ち
壊
し
が
起
こ
り
、六
月
に
松

平
定
信
が
老
中
に
就
任
、寛
政
改
革
が
始

ま
っ
た
時
期
で
し
た
。十
一
月
に
は
、直

中
は
江
戸
城
溜
詰
を
命
じ
ら
れ
、従
四
位

下
侍
従
に
叙
任
さ
れ
ま
し
た
。寛
政
元
年

（
一
七
八
九
）、世
子
と
し
て
彦
根
に
帰
国

中
、父
直
幸
が
重
病
と
な
っ
た
た
め
、江

戸
に
向
か
い
ま
し
た
が
、道
中
で
逝
去
の

知
ら
せ
を
受
け
ま
し
た
。幕
府
の
命
令
に

よ
り
そ
の
ま
ま
江
戸
に
赴
い
た
直
中
は
、

家
督
を
相
続
し
、十
一
代
当
主
と
な
り
ま

し
た
。

　
代
替
わ
り
後
の
直
中
は
、直
幸
時
代
後

期
の
支
出
増
大
に
よ
り
生
じ
た
財
政
悪

化
に
対
処
す
べ
く
、特
徴
的
な
財
政
政
策

を
実
施
し
ま
し
た
。江
戸
で
の
年
間
経
常

経
費
の
制
限
や
、年
貢
米
の
早
期
納
入
制

度
、ま
た
、年
を
限
っ
た
倹
約
令
な
ど
で

す
。寛
政
六
年
に
は
、直
中
は
徳
川
将
軍

家
若
君
様（
徳
川
家
慶
）の
宮
参
り
後
の

御
成
御
用
に
よ
り
左
近
衛
権
少
将
、同
八

年
に
は
家
慶
の
元
服
式
の
加
冠
役
拝
命

時
に
左
近
衛
権
中
将
に
昇
進
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
御
用
は
膨
大
な
支
出
を
伴
い

ま
し
た
が
、米
価
の
上
昇
も
あ
り
、寛
政

八
・
九
年
頃
に
は
一
旦
財
政
状
況
は
好
転

し
ま
し
た
。同
十
一
年
に
は
、国
産
方
を

設
け
、長
浜
縮
緬
な
ど
の
国
産
品
の
専
売

を
強
化
し
、藩
領
外
か
ら
金
銀
貨
を
獲
得

す
る
政
策
を
推
進
し
、さ
ら
に
町
人
身
分

の
代
官
の
廃
止
な
ど
藩
政
機
構
の
合
理

化
・
効
率
化
に
よ
り
費
用
軽
減
を
図
ろ
う

と
し
ま
し
た
。

  

直
中
が
三
十
四
才
と
な
っ
た
寛
政
十
一

年
か
ら
の
三
ヵ
年
は
、彼
に
と
っ
て
実
り

多
い
時
期
と
な
り
ま
し
た
。五
月
に
は
、

徳
川
家
康
か
ら
井
伊
家
が
拝
領
し
た
と
伝

わ
る
近
江
国
一
国
の
御
鷹
場
の
巡
見
を

「
再
興
」し
ま
し
た
。七
月
に
は
藩
校
の
稽

古
館
を
設
立（
の
ち
弘
道
館
と
改
称
）。当

時
、幕
府
が
寛
政
異
学
の
禁
を
発
し
て
以

降
、朱
子
学
が
正
統
学
派
と
さ
れ
て
い
た

中
、彦
根
藩
の
儒
学
の
主
流
で
あ
り
、か

つ
直
中
自
身
が
野
村
公
台
か
ら
学
ん
だ

徂
徠
学
派
を
藩
校
で
採
用
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、少
年
時
代
か
ら
父
直
幸
の
も
と

で
能
を
嗜
ん
で
い
た
直
中
は
、能
に
も
力

を
注
ぎ
ま
し
た
。寛
政
十
一
年
、七
人
の

能
役
者
を
藩
の
御
抱
え
と
し
、翌
十
二
年

末
に
彦
根
城
表
御
殿
に
能
舞
台
が
新
設

さ
れ
ま
し
た
。十
三
年
二
月
に
は
、こ
の

能
舞
台
で
初
代
井
伊
直
政
の
二
百
回
遠

忌
祝
儀
能
が
催
さ
れ
ま
し
た
。

  

文
化
元
年（
一
八
〇
四
）、江
戸
の
豪
徳

寺
の
住
持
漢
三
道
一
を
清
凉
寺
に
迎
え
、

以
降
、堂
宇
の
整
備
や
法
具
の
整
備
な
ど

の
復
興
事
業
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。同
四

年
に
は
、清
凉
寺
境
内
に
護
国
殿
の
建
設

を
始
め
、四
年
余
り
か
け
て
完
成
し
ま
し

た
。護
国
殿
は
権
現
造
り
で
、そ
こ
に
は

東
照
大
権
現（
徳
川
家
康
）の「
神
牌
」（
位

牌
）お
よ
び
初
代
直
政
と
二
代
直
孝
の
彫

像
が
祀
ら
れ
ま
し
た
。彦
根
藩
を
築
い
た

直
政
と
直
孝
の
霊
を
祀
り
、「
護
国
」す
な

わ
ち
国（
＝
彦
根
藩
）を
守
護
し
て
も
ら

う
こ
と
を
願
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
。ま
た
、文
化
三
年
に
は
、四
代
直
興
の

庶
子
弁
慧
の
遺
志
を
継
い
だ
僧
侶
を
援

助
し
、佐
和
山
山
麓
に
天
台
宗
仙
琳
寺
が

建
設
さ
れ
ま
し
た
。同
寺
に
は
、四
代
直

興
の「
御
神
像
」と
直
中
自
身
の
寿
像
が

安
置
さ
れ
ま
し
た
。同
寺
の
建
設
は
、公

的
な
清
凉
寺
復
興
と
は
異
な
り
、直
中
の

個
人
的
な
思
い
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
も

の
で
し
た
。隠
居
後
に
造
営
し
た
天
寧
寺

も
同
様
の
性
格
を
持
ち
ま
し
た
。

　
直
中
は
、文
化
六
年
に
、光
格
天
皇
の

皇
子
恵
仁
親
王
が
皇
太
子
と
な
っ
た
祝

い
の
た
め
、朝
廷
へ
の
使
い
を
勤
め
、正

四
位
上
に
昇
進
し
ま
し
た
。こ
の
時
、直

中
は
四
十
四
才
。二
代
直
孝
、四
代
直
興
、

十
代
直
幸
よ
り
も
若
い
年
齢
で
井
伊
家

の
最
高
位
に
昇
り
詰
め
ま
し
た
。こ
の
後
、

直
中
の
意
志
に
よ
っ
て
は
、父
直
幸
と
同

様
に
大
老
へ
の
道
が
開
け
て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。し
か
し
直
中
は
そ
の
道

に
向
か
い
ま
せ
ん
で
し
た
。文
化
九
年
二

月
、直
中
は
病
気
を
理
由
に
隠
居
し
、江

江
戸
か
ら
彦
根
へ

神
仏
へ
の
厚
い
信
仰

広
小
路
御
屋
敷
で
の

文
武
修
養

思
い
が
け
ず
藩
主
と
な
る

藩
校
設
立
と
能
舞
台
建
設

直
中
が
お
こ
な
っ
た

財
政
政
策

隠
居
、大
殿
様
と
な
る

戸
か
ら
彦
根
に
帰

国
し
、大
殿
様
と
し

て
彦
根
城
下
の
槻

御
殿
に
住
居
を
定

め
ま
し
た
。

　
槻
御
殿
で
の
生
活

は
、華
や
か
な
も
の

だ
っ
た
よ
う
で
す
。

御
殿
の
増
築
が
進
め

ら
れ
、能
舞
台
も
設

け
ら
れ
ま
し
た
。こ
の
時
期
、同
御
殿
は

最
大
の
規
模
に
達
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

御
殿
に
隣
接
す
る
御
庭
で
あ
る
玄
宮
園

の
整
備
も
進
め
ら
れ
ま
し
た
。文
化
十
二

年
の
五
十
才
の
祝
い
で
は
、表
御
殿
と
槻

御
殿
双
方
の
能
舞
台
で
祝
儀
能
が
催
さ

れ
る
と
と
も
に
、長
浜
町
か
ら
舟
で
曳
山

を
槻
御
殿
に
運
ば
せ
、「
山
の
芸
」を
観
覧

し
て
い
ま
す
。息
男
直
弼
を
儲
け
た
の
も

槻
御
殿
に
隠
居
し
て
か
ら
の
こ
と
で
し

た
。隠
居
生
活
が
二
十
年
目
を
む
か
え
た

天
保
二
年（
一
八
三
一
）、直
中
は
六
十
六

才
で
逝
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　

 （
学
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員 
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関
係
系
図  

○
数
字
は
当
主
の
代
数
を
示
す
。

⑩ 

直
幸

⑪ 

直
中

⑫ 

直
亮

　 

直
清

　 
直
弼

　 

直
元

　 
直
富

や 

し
き

こ
う 

だ
い

よ
う

ま
つ

げ    

じ 

じ
ゅ
う

こ
く
さ
ん
か
た

こ 

か
ん

井伊直中年表

　文政2年（1819）、直中は彦根城下にあった宗徳寺を里根山中

（彦根市里根町）に移し、清凉寺住持であった寂室堅光を入れ、堂宇

を新たに建設し、同5年に天寧寺と寺名を改めました。直中が60才

をむかえた同8年には境内に観徳殿を建て、自らの寿像を彦根城天

守に正対する形で安置しました。この時、直中は「城に直対し、国が

めでたく栄えている様子に接しよう」と述べています。ここには、自

身の死後、その霊が像に留まり、仏法の栄える彦根藩井伊家の居城

彦根城とその藩領を見守りたいという直中の願いが込められてい

ました。翌9年には五百羅漢を安置する羅漢堂が落成しました。

　後年、井伊直弼自らが記した「仏道発心の弁」（彦根藩井伊家文

書）と呼ばれる文章のなかで、人から密かに聞いた話として、直中が

天寧寺の羅漢堂を造営した時の経緯を次のように記しています。

　「ある朝、直中が五百羅漢を造営しようと思い、家来を清凉寺の寂

室堅光に遣わし相談したところ、堅光が驚き、『何のためでしょうか、長

寿をお祈りになるのか、身の栄えをお考えなのでしょうか』と述べた。

それを聞いて直中は、『寿命はおのれの望みでない、栄えはわが身を

こえている。ただ、過去の罪多きを恥じ、多くの子というものが皆長久

あらんことを思って』と答えた。それを聞き堅光は大変喜んだ」

  直中が具体的に何の罪を恥じたのかは今は特定できませんが、罪

滅ぼしとして、多くの子どもの無事を願い、五百羅漢造立を始めた

というのです。わたしたちから見れば、直中は十分にわが身の栄達

を遂げたように思います。しかし、その心中には深い贖罪の念が宿り、

仏に救いを求めていたのです。直中が大老になれる可能性のある

地位にまで達しながら、後半生を仏教に尽くし、早々に隠居した理由

は、この思いにあったのかもしれません。　　　（学芸員 渡辺恒一）

天寧寺造営と仏教を信仰する思い

年　代 年齢

明和 3 年（1766）

安永 3 年（1774）

安永10年（1781）

文化 6 年（1809）
文化 8 年（1811）
文化 9 年（1812）
文政 8 年（1825）
天保 2 年（1831）

寛政11年（1799）
寛政12年（1800）

寛政元年（1789）

寛政 8 年（1796）

天明 7 年（1787）

井伊直幸（井伊家10代）の7男
として生まれる。
江戸から彦根の広小路御屋敷に
引っ越す。

直幸死去により彦根藩主となる
（井伊家11代）。
徳川家慶元服加冠役を拝命し、
左近衛権中将に昇進

彦根城表御殿能舞台完成

儒学者野村公台が御学事御用を
命じられる。公台に学ぶ。
直幸の世子となる。

国産方を設置・藩校稽古館を創設

京都上使を勤め、正四位上に叙位
清凉寺境内に護国殿完成
隠居、槻御殿に居住
天寧寺境内に観徳殿を造営
彦根で死去

1

9

16

24

22

31

34
35
44
46
47
60
66

できごと

なおなか すうとく  じ

じゃくしつけんこう

てんねい じ

かんとくでん

ごひゃく ら かん

ぶつどうほっしん     べん

じゅぞう

さと ね

彦根城博物館連載

十
一
代 
井
伊 

直
中 

（
一
七
六
六
〜
一
八
三
一
）

井
伊
家
十
四
代

▶井伊直中画像（彦根 清凉寺所蔵）
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平
成
28
年
度
か
ら
個
人
住
民
税

の
特
別
徴
収
を
徹
底
し
ま
す

　
滋
賀
県
と
県
内
市
町
で
は
、一
定

の
理
由
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、

平
成
28
年
度
か
ら
所
得
税
の
源
泉

徴
収
義
務
の
あ
る
事
業
者
に
対
し

て
、個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
に
よ

る
納
入
を
徹
底
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

　
特
別
徴
収
制
度
は
、給
与
支
払
者

（
事
業
者
）が
所
得
税
の
源
泉
徴
収

と
同
様
に
、毎
月
従
業
員
に
支
払
う

給
与
か
ら
個
人
住
民
税（
市
町
民
税
、

県
民
税
）を
徴
収（
引
き
去
り
）し
、

納
入
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。

　
地
方
税
法
お
よ
び
各
市
町
の
条

例
に
よ
り
、給
与
を
支
払
う
事
業
者

は
、原
則
と
し
て
す
べ
て
特
別
徴
収

義
務
者
と
し
て
、個
人
住
民
税
を
特

別
徴
収
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、従
業
員
が
常
時
10
名
未
満

の
事
業
者
は
、申
請
に
よ
り
、通
常

12
回
の
納
期
を
２
回
と
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

滋
賀
県
と
県
内
す
べ
て
の
市
町
か
ら

事
業
主
の
皆
様
へ
重
要
な
お
知
ら
せ

　
特
別
徴
収
の
手
続
な
ど
詳
し
く

は
、各
市
町
の
個
人
住
民
税
担
当
、

も
し
く
は
以
下
の
電
話
番
号
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
給
与
所
得
者（
従
業
員
）は･･･

◎
毎
月
、給
与
か
ら
徴
収（
引
き
去

り
）さ
れ
る
た
め
、納
め
忘
れ
が
あ

り
ま
せ
ん
。

◎
納
税
の
た
め
に
、納
期
ご
と
に
金

融
機
関
へ
出
向
く
必
要
が
あ
り
ま

せ
ん
。

◎
納
期
が
、普
通
徴
収（
納
付
書
、口

座
振
替
に
よ
る
納
付
）の
４
回
に
比

べ
、特
別
徴
収
は
12
回
で
あ
る
こ
と

か
ら
、１
回
当
た
り
の
負
担
が
少
な

く
て
済
み
ま
す
。

■
給
与
支
払
者（
事
業
者
）は･･･

◎
市
町
が
税
額
の
計
算
を
行
う
た

め
、所
得
税
と
違
い
、税
額
計
算
や

年
末
調
整
の
必
要
が
あ
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滋賀事務所 
〒520-0051 大津市梅林1-3-10  滋賀ビル６階

企業間の人材マッチングを支援しています
経済・産業団体、ハローワーク等と連携し、全国ネットを通じて、  人材の確保、従業員の再就職支援に努めています。

確かな実績と信頼 幅広いデータベース 相談等の費用は無料
昭和62年に経済・産業団
体と国の協力で設立された
公益財団法人です。

ハローワークや経済団体
などと連携し豊富な人材情
報を提供しています。

情報の提供、相談、あっせん
についての費用はかかりま
せん。

TEL.077-526-3991  FAX.077-526-2761
http://www.sangyokoyo.or.jp/

中小企業・小規模事業者の未来（ビジネス）をサポートするサイトとし
てスタート。100万社の事業者と１万人の専門家・支援機関が参加す
るビジネスネットワークの構築を目指しています。

「ミラサポ ～未来の企業★応援サイト～」とは

ミラサポ会員向けに“便利”で“お得”なサービスをご提供します。
ちょっとした経営上のお悩み相談から、未来のビジネス創造までサ
ポートできるサイトを目指しています。

● セキュリティ・個人情報保護も万全です。● コミュニティは、実名登録で安全です。

ミラサポの特長

ミラサポの主な機能

ミラサポ 検索

中小企業・小規模事業
者の

未来（ビジネス）をサ
ポートするサイト!!

補助金の検索・電子申請がカンタン・便利にミラサポ
からできる！
あなたが抱える経営課題に応える専門家の派遣が無料
で受けられる！
全国の事業者・専門家などが参加するミラサポコミュ
ニティで交流できる！
業務に役立つさまざまなサポートツールを活用するこ
とができる！

1

2

3

4

特
別
徴
収
の
メ
リ
ッ
ト

有期契約→正規雇用１人当たり50万円（中小企業以外は40万円）
有期契約→無期雇用１人当たり20万円（中小企業以外は15万円）
無期雇用→正規雇用１人当たり30万円（中小企業以外は25万円）
※平成28年3月31日までの間に派遣労働者を派遣先で正規雇用として
　直接雇用する場合は１人あたり30万円を加算
※支給対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、５万円または
　10万円を加算

キャリアアップ助成金

Ⅰ　正規雇用等転換コース
　　（有期契約労働者等を正規雇用へ転換させるとき）

健康診断制度を新たに規定し延べ４人以上実施した場合、１事
業所あたり40万円（中小企業以外は30万円）

Ⅳ　健康管理コース
　　（有期契約労働者等に対して
　　　　　　　　　法定外の健康診断を実施するとき）

１人あたり10万円（中小企業以外は7.5万円）

Ⅵ　短時間労働者の週所定労働時間延長コース
　　（週25時間未満の短時間労働者の労働時間を週30
　　 時間以上に延長させ、社会保険加入を適用したとき）

Off-JT 賃金助成   １時間当たり800円（中小企業以外は500円）
Off-JT 訓練経費助成   Off-JTの訓練時間数に応じた次の金額（※１） 
【一般職業訓練・有期実習型訓練・育児休業中訓練（※２）】
 100時間未満　　　　　　　 10万円（中小企業以外は７万円）
 100時間以上、200時間未満　20万円（中小企業以外は15万円）
 200時間以上　　　　　　　  30万円（中小企業以外は20万円）
【中長期キャリア形成訓練】
 100時間未満　　　　　　　 15万円（中小企業以外は10万円）
 100時間以上、200時間未満　30万円（中小企業以外は20万円）
 200時間以上　　　　　　　 50万円（中小企業以外は30万円）
※１　事業主が負担した実費が上記を上回る場合は実費を限度
※２　育児休業中訓練は訓練経費助成のみ
OJT 訓練実施助成  １時間当たり800円（中小企業以外は700円）

Ⅱ　人材育成コース
　　（有期契約労働者等に対して職業訓練を実施したとき）

１　勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し適用した場合、
　　 １事業所あたり40万円（中小規模以外は30万円）
　　（※１※２※３）
２　有期契約労働者等を勤務地限定正社員、職務限定正社員または
　　短時間正社員への転換または直接雇用した場合、１人あたり
　　30万円（中小規模以外は25万円）（※１※２※３）
３　正規雇用労働者を短時間正社員に転換または短時間正社員
　　の新たな雇い入れをした場合、１人あたり20万円（中小規模
　　以外は15万円）（※２※３）
※１　平成28年3月31日までの間に派遣労働者を派遣先で勤務地限
　　　定正社員、職務限定正社員または短時間正社員として直接雇用
　　　した場合は１人あたり15万円を加算
※２　支給対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、１人あ
　　　たり10万円を加算
※３　若年雇用促進法に基づく認定雇用主における対象者が35歳未
　　　満の場合、１人あたり10万円を加算

Ⅴ　多様な正社員コース
　　（有期契約労働者等を勤務地限定正社員、職務限定
　　  正社員または短時間正社員への転換させるとき）

●すべての有期契約労働者等の賃金テーブルを２％以上増額改定
　した場合、１人あたり３万円（中小企業以外は２万円）
●一部の賃金テーブルを２％以上増額改定した場合、１人あたり
　1.5万円（中小企業以外は１万円）
●職務評価を活用して処遇改善をした場合、１事業所あたり20万
　円加算（中小企業以外は15万円加算）

Ⅲ　処遇改善コース
　　（有期契約労働者等の賃金水準を向上させるとき）

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなど
を推進するため。正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成する制度。

ハローワーク彦根では、毎月第三水曜日13時～16時に滋賀労働局助成金コーナーの事業主支援アドバイザーによる出張
相談窓口（事前予約制）を設けています。詳細については滋賀労働局助成金コーナーへ。（TEL.077-526-8251）
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彦根商工会議所 TEL.0749-22-4551
申請手続き・各種書類作成について当所経営指導員がご相談に応じます。
お気軽にお問合わせください。



不易流行 1819 彦根商工会議所通信 vol.21

掲載情報をご連絡ください。
会員の企業イベントも掲載いた
します。

●

12 月 イ ベ ン ト ガ イ ド

10：30～11：00／13：30～14：00  彦根城本丸（天守前）
15：00～15：30  彦根城博物館前（冠木門）
 彦根市観光企画課  TEL.30-6120  公式HP http://hikone-hikonyan.jp/

12月も「ひこにゃん毎日登場！」
 ※都合により中止または登場場所変更の場合も有

※雨天の場合は彦根城博物館前（冠木門）

よしもとクリスマス
お笑いライヴinひこね
▶12／23（水・祝）
　 開場 12：00  開演 13：00
▶ひこね市文化プラザ グランドホール
▶料金（全席指定/税込）
　一　般 3,300円
　友の会 3,000円
当日一律 3,500円

　※5歳以上有料、4歳以下膝上鑑賞無料、
　　お席が必要な場合有料。

旬の人気芸人たちが全国を訪れる大人
気公演「よしもとライブ」!!
出演は、海原やすよ ともこ/次長課長/
ザ☆健康ボーイズ/笑い飯/モンスター
エンジン/ファミリーレストラン/学天即
/和牛（全8組）

ひこね市文化プラザチケットセンター
TEL.27-5200  http://bunpla.jp

SILENT LOVE
純名里沙with笹子重治
クリスマスコンサート
▶12／25（金／25（金／ ）25（金）25（金
開場 18：30 開演 19：00
▶ひこね市文化プラザ エコーホール
▶料金（全席指定/税込）
　一　般 3,000円
　ペア券 5,000円（2枚1組）
　友の会 2,500円
　友の会ペア券 4,800円（2枚1組）
高齢者・障がい者・学生 2,700円

　※未就学児入場不可

元宝塚歌劇団花組トップ娘役・純名里
沙がジャズからミュージカルナンバーま
で透明感のあるシルキーヴォイスでお
届けします。

ひこね市文化プラザチケットセンター
TEL.27-5200  http://bunpla.jp

テーマ展
「井伊直弼の甲冑と刀剣」
▶開催中～12／23（水・祝）
8：30～17：00（入館は16：30まで）
▶彦根城博物館
甲冑と刀剣は、武家にとって欠かせない
備えでした。本展では、彦根藩井伊家十
三代直弼の武の出で立ちを紹介します。

彦根城博物館 TEL.22-6100
http://hikone-castle-museum.jp

花しょうぶ通り
ナイトバザール
▶12／12（土）（雨天決行）16：00～
▶花しょうぶ通り商店街
”１００円で買える幸せ”
恒例のナイトバザール 

花しょうぶ通り商店街（振）
TEL.22-1026 （いと半老舗）

彦根商店街連盟
「2015歳末
　　　 謝恩セール」
▶１2／13（日）～30（水）
▶市内商店街内加盟店、平和堂
お買上げ500円毎に抽選補助券１枚配
布。応募用紙に補助券10枚を貼り、賞品
を選んで投函箱へ。賞品はペア旅行プレ
ゼント、商品券1万円、掃除機、お米など。

彦根商店街連盟 TEL.22-7303

Grill de Griller
（グリルでグリラー）
▶12／17（木）10：30～12：30
〈申込締切日：12／10（木）〉
▶大阪ガスショールーム ディリパ彦根
▶参加費  無料
▶定員：8名（応募多数の場合抽選、初
　回の方に限ります）

MENU ・鮭と野菜のホイル焼き・ガ
ス火で炊いたごはん・くるみのブラウ
ニー・紅茶

お魚を焼くだけでなく、デザートも作れ
ちゃう！ガスコンロのグリル活用術を
ご紹介♪Siセンサーコンロの体験をし
ていただく内容となっています。

FAXでお申込みください。
大阪ガスショールーム ディリパ彦根
TEL.22-3409・FAX.22-3167
http://home.osakagas.co.jp/
       showroom/dilipa_hikone

ひこねで朝市
▶12／20（日）８：００～１２：００
▶護国神社
新鮮野菜・豆腐、湖魚・郷土料理、醤油、
パン、菓子、ミニカフェ、その他、地産地消
こだわりの品 が々並びます！

ひこねで朝市実行委員会
TEL.24-4461

彦根鉄砲隊演武
▶１2／2３（水・祝）13：00～
　（雨天中止）
▶彦根城博物館前土手
彦根商工会議所青年部古式銃研究会
「彦根鉄砲隊」による稲富流砲術の披
露。赤よろい姿での演武は迫力満点。

彦根商工会議所青年部 TEL.22-4551
http://www.hikone-cci.or.jp

井伊直弼公生誕
200年祭閉幕式典
▶12／23（水・祝） 13：30～
▶彦根城博物館 能舞台
▶対象 市内在住・在勤・在学の人
（小学生以下の観覧は、保護者同
伴が必要）
▶定員 50人（応募多数時、抽選）
▶応募期限 １２／１１（金）必着
（往復ハガキにて応募）
167日間にわたって開催された直弼公
生誕200年祭の締めくくりとして、200
年祭ダイジェスト版ＤＶＤの上映、ひこ
ね第九オーケストラによる演奏などが
行われます。

彦根市観光企画課  TEL.30-6120

彦根城で
除夜の鐘をつく集い
▶１2／31（木） 23：00～24：00
　（入場表門のみ22：30～23：30）
▶彦根城内 時報鐘
日本の音風景百選に選ばれている、
12代藩主直亮の時代から代々受け
継がれてきた由緒ある鐘「時報鐘」で
除夜の鐘をつきませんか。
大晦日の静まりかえった城内に美し
い音色を響かせよう！※先着順
彦根市教育委員会文化財課
TEL.26-5833

テーマ展 「天の美禄
̶酒にまつわる美術̶酒にまつわる美術̶ ̶酒にまつわる美術̶酒にまつわる美術 」̶」̶
▶1／１（金・祝）～２／２（火）
8：30～17：00（入館は16：30まで）
▶彦根城博物館
「天の美禄」とは、酒のすばらしさをほ
めたたえる酒の異名です。古来、人々は
酒を愉しみ、またそれに関わる様々な
美術作品を生み出してきました。賑や
かな遊宴の様を描いた絵画や色鮮や
かな酒器など、酒にまつわる品々で新
春を彩ります。

彦根城博物館 TEL.22-6100
http://hikone-castle-museum.jp

十日ゑびす祭
▶１／9（土）～１1（祝・月）
※１1日は午前中のみ

▶北野神社（馬場1丁目）
１年間の商売繁盛を願う新春恒例の
伝統行事が行われます。餅まき、福餅
つき、その他余興の予定あり。甘酒、福
酒の無料サービス、屋台村もあります。
また、9日にはベルロードパリヤ前、ビ
バシティで移動餅まきが行われます。

北野神社 TEL.22-5631

チケット
発売中！

チケット
発売中！

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済
www.smrj.go.jp/tkyosai TEL:050-5541-7171（共済相談室）

中小企業倒産防止共済制度

中小企業倒産防止共済制度の特長

「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額（最高
8,000万円）」のいずれか少ない額となります。償還期間は共済金の貸付金額に
応じて5年～7年（据置期間6か月を含む）で毎月均等償還です。

共済金の貸付けは、「無担保・無保証人」「無利子」です。ただし、共済金の貸付けを
受けますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。

経営セーフティ共済は、取引先事業
者が倒産し、売掛金債権等が回収
困難になった場合に、貸付けが受
けられる共済制度です。「もしも」
のときの資金調達手段として当面
の資金繰りをバックアップします。

掛金の10倍の範囲内で最高8,000万円まで貸付け

貸付条件は無担保・無保証人

掛金は税法上損金（法人）または必要経費（個人事業）に
掛金月額は、5千円～20万円の範囲内（5千円単位）で自由に選べます。

取引先の
倒産から会社を守る
制度です！

彦根市家庭教育協力企業協定制度
－ 家庭の教育力向上に企業の皆さんの力を－ 

　家庭教育は、すべての教育の出発点であり、子どもが基本的な
生活習慣、豊かな情操、思いやりや善悪の判断、社会的なルールや
マナーなどを身につけるうえで重要な役割を担っています。子ど
もは親の姿を映す鏡であり、親はまた企業の姿を映す鏡でもあり
ます。未来を担う子どもたちを育てる大切な営みを社会のみんな
で支え合うことが重要です。あなたの企業や事業所も、ぜひ参加
してください。
■どんな制度なの ？ 
　家庭の教育力の向上に向けた職場環境づくりに経営者・従業員をあげ
て自主的に取組んでいただける企業と彦根市教育委員会が協定を結び、
家庭教育を通じて子どもたちの健やかな育ちのための取組を推進する
制度です。 彦根市教育委員会は、次のような支援をします。 
①子育てについて学ぶ機会を支援します。（研修会の開催・講師派遣等）
②市のホームページ・広報ひこねで企業の取組を紹介します。 

■締結企業には下記の取組①を必須とし、取組②～⑤の一つ 
　以上に取組んでいただきます。
　取組①　家庭教育の大切さを従業員に啓発しよう。知ってもらおう！
　　　　　（必須） 
　取組②　家族（大人）の働くうしろ姿を子どもたちに見せ、仕事について
　　　　　語り合おう！ 
　取組③　子どもたちの体験活動を支援しよう！　
　取組④　学校へ行くことを呼びかけよう！ 
　取組⑤　企業独自の自主的な子育て関連事業を行おう！ 

問い合わせ・申込先　彦根市教育委員会事務局生涯学習課
TEL 24-7974 ・FAX 23-9190   syogai @ mx.hikone.ed.jp

　日本政策金融公庫彦根支店と彦根商工会議所が連携し、彦根管
内事業所の皆さまが気軽に融資相談できる窓口として、当所にて
毎月定例相談会を10月より開催しております。どんな小さなご
相談でも伺いますのでぜひご利用ください。

日本政策金融公庫 定例相談会
が始まりました！

日時：毎月第1水曜日 13：00～ 16：00の１社 30分
会場：彦根商工会議所２階相談室

ご予約・お問い合わせは
彦根商工会議所中小企業相談所 0749-22-4551まで

※ご相談の際には事前にご予約ください。予約がない場合は中止となることもございます。

日本政策金融公庫の融資制度のご案内

● 普通貸付
　事業を営む方（ほとんどの業種の方にご利用いただけます。
　融資限度額 … 4,800万円／特定設備資金： 7,200万円
● セーフティネット貸付－経営環境変化対応資金
　売上が減少するなど業況が悪化している方
　融資限度額 … 4,800万円
● 新企業育成貸付－新規開業資金
　新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
　融資限度額 … 7,200万円（うち運転資金4,800万円）
● 企業活力強化貸付－ソーシャルビジネス支援資金
　社会的課題の解決を目的とする事業を営む方など
　融資限度額 … 7,200万円（うち運転資金4,800万円）



明確なターゲットで注目度アップ！ お問合わせ・お申し込み
TEL.0749-22-4551

クーポン
広告募集

・一般のクーポン広告掲載料に比べると会員価格でお得です。
・商工会議所会員事業所など約2,000の事業所に配布します。
・折り込みやDMのコスト削減に役立ちます。 ¥14,000-

掲載料金（税込）縦70mm×横90mm

有効期限2015年12月31日のみ有効

有効期限2015年12月30日まで

有効期限2015年12月28日まで

有効期限2015年12月28日まで 有効期限2015年12月31日まで

（株）ユーコー

日商簿記は企業が求める資格 第1位!!
～多くの企業が簿記検定を社員育成に活用～
「企業が応募者に求める資格ランキングトップ10」で日商簿記２級は第１位（１級は第７位）
＜（株）リクルートキャリアが同社に寄せられた求人から集計＞

「今後取得したい資格ランキング」で日商簿記２級は第５位（３級は８位、１級は15位）
＜日本経済新聞と日経キャリアマガジンが20－40歳代のビジネスパーソンを対象に調査＞

　「お金が動けば簿記の出番！」というように、社会にお金の動きがある限り、簿記は必ず必要とされる
スキル。その中でも日商簿記は昭和29年からの累計受験者数約2,500万人、近年では実に年間約60万
人が受験している定番資格です。
　また、「企業が応募者に求める資格ランキングトップ10」で第1位、「今後取得したい資格ランキング」
「保有資格の満足度ランキング」で共に第5位に入るなど、企業、受検者、双方の皆様から極めて高い評価
をいただいています。

第142回 日商簿記検定試験 2～4級
試験日　    平成２８年２月２８日（日）　
試験会場　 彦根商工会議所
受験料　　２級：4,630円　 ３級：2,570円
　　　　　４級：1,640円
申込受付期間　１月１２日（火）～１月２９日（金）
                    （受付時間：平日８：３０～１７：１５）

お問合わせ・お申込みは
彦根商工会議所まで
tel.0749-22-4551
fax.0749-26-2730
〒522-0063 彦根市中央町3-8
http://www.hikone-cci.or.jp
事業所・学校等ごとの団体申込みも
受け付けます。

城下町彦根を代表する
銘菓「三十五万石」は、
ふっくらと炊き上げた
北海道産小豆つぶ餡と、
やわらかい求肥餅を重
ね、米俵の姿をした最中
でお包みしています。
職人技の逸品をどうぞ
ご賞味ください。

彦根市中央町4-39／ Tel.0749-22-5722／営業時間 8：00－18：00
定休日  木曜日／駐車場 10台 http://www.kashin-ohsuga.com

お買い上げ5％OFF

お1人様１枚のご利用と

させていただきます。

※柄は選べません。
他券、他サービスとの併用は
ご遠慮ください。

地元彦根の地にて、創業九十年。
守り続けた老舗の技と名水百選
「十王村の水」が織りなす美味を
ご堪能ください。

http://www.uochu.co.jp
無料送迎バス有り・駐車場：22台完備
営業時間　　 9：00～22：00　   不定休
ランチタイム 11：30～15：00（LO13：30）

彦根市西今町563・TEL.0749-26-1686
ご予約・お問い合わせは

0120-26-1686

お箸（洗って何度も使用できます）5人分1組プレゼント!

こだわりおせち（5人前3段重）

●5人前３段重  26,000円（税込）
●3人前２段重  19,000円（税込）

こだわりおせちご予約承り中!

予約締切：2015年12月26日（土）
受取日時：2015年12月31日（木）
　　　　 12時から19時
忘年会・新年会のご予約も承り中!
飲み放題付き ポッキリ宴会コース
　　　　　　　　　　  5,000円～

天然真鴨鍋・天然真鴨鍋フルコース

500円OFF
（要予約）他券・他サービスとの併用はご遠慮ください。

彦根市松原町1377／予約専用電話 0120-28-2667
宴会最大80名／駐車場あり（15台）／彦根市内への送迎承っております。
http://www.futabasoh.com/

〒522-0083 彦根市河原二丁目2-15 2F tel.0749-24-2581
営業時間 17：00～26：00／定休日 日曜日

●忘・新年会 鶏鍋コース
お一人様 5,800円（税別）
2名様より（3日前までに要予約）
●飲み放題プラン（2時間） 
男性 2,000円（税別）
女性 1,500円（税別）
●二次会プラン （2時間）
オードブル+飲み放題4,000円
（税別）

大切な人や気の合う仲間
と気軽に和食を愉しめる
“ちどり”。素晴らしい贅沢
な時間をゆっくりとお楽
しみください。

飲食代
５%OFF他券、他サービスとの併用はご遠慮ください。

忘年会・新年会のご予約承り中。 ご予算に合
わせご用意いたします。お気軽にご相談ください。

彦根市錦町4番23号
tel.0749-22-0063
営業時間
11:00～14:00
16:00～20:30（LO）
不定休

御料理 伊勢幾

税別価格

他券、他サービスとの併用はご遠慮ください。

御料理 伊勢幾 飲食代
５%OFF

鍋物 5,000円～ 
近江牛すきやき、しゃ
ぶしゃぶ･てっちり・沖
ちり・寄せ鍋・地どり
鍋（要予約）・かにすき・
鯛しゃぶ
鴨鍋 6,500円～
落ち着いたお座敷で庭
を眺めながら、たっぷり
のおだしで食べる鴨な
べは最高です。 

寒ーい冬に、伊勢幾のあったかい鍋物を是非どうぞ！ 

双葉荘特製天然真鴨鍋
はじまりました

期間限定

● 天然真鴨鍋 お一人様　　
　7,560円（税・サ込）より
● 一羽丸ごと天然真鴨鍋
   フルコース12,420円（税・サ込）
　 より
２月末までの期間限定プランです。
他にも近江牛しゃぶしゃぶ・すき
焼きプランなどをご用意いたして
おります。
＊プレミアム商品券使えます！～多くの企業が簿記検定を社員育成に活用

「今後取得したい資格ランキング」で日商簿
＜日本経済新聞と日経キャリアマガジンが20－40歳代のビジネスパーソンを対象に調査＞

　「お金が動けば簿記の出番！」というように、社会にお金の動きがある限り、簿記は必ず必要とされる

「企業が応募者に求める資格
＜（株）リクルートキャリアが同社に寄せられた求人から集計＞
「企業が応募者に求める資格
＜（株）リクルートキャリアが同社に寄せられた求人から集計＞

「今後取得したい資格ランキング」で日商簿
＜日本経済新聞と日経キャリアマガジンが20－40歳代のビジネスパーソンを対象に調査＞

Open 10:00～19:00 / Close Thursday

〒522-0088 滋賀県彦根市銀座町2-19
TEL 0749-22-1915
http://www.rakuten.ne.jp/gold/apois/

楽天でもお買い物いただけます。「アポワ」で検索！

BAG, WALLET   MEN’S & LADY’S
京町立花町京橋

本町１丁目

銀座町本町2丁目

至彦根城
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栃木レザー ご存知ですか。
世界的にも数社しかないフルベジタブルタンニン鞣しのヌメ革を生産する日本を代表するタン
ナーです。
本ヌメ革は160もの濃度が違うタンニン（植物の渋と同等の物質）のビット槽（プール）に順番
に漬け腐敗の防止とタンニンが均等に浸透するよう、シーソーのように左右に揺らしながら長い
長い時間をかけて繊維を崩さないようにゆっくりゆっくり鞣していきます。
また傷やシワ痕等の天然の表情や自然な革の匂い、温かな手触りなどの「革らしさ」も魅力。
本ヌメ革ならではのエイジングは、革への愛着をさらに高めてくれます。

⑤

⑥

⑦

② ③

④

①

CIMABUE（チマブエ） ①クラッチバッグ￥25,000　②コインケース（黒） ￥12,000　③二つ折ラウンド財布（茶） ￥19,000　④マルチケース￥29,000
⑤ラウンド長財布（ネイビー）  ￥25,000    ⑥ラウンド長財布（緑）￥22,000     ⑦ラウンド長財布（茶） ￥25,000　
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