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特集

「
井
伊
直
弼
に
導
か
れ
て
」  

俳
優 

佐
野
史
郎
氏
講
演
録

佐野史郎 Profile
俳優。1955年3月4日生まれ、島根県出身。
劇団シェークスピアシアター、劇団状況劇場を経て、
1986年『夢みるように眠りたい』で映画主演デビュー。
その後、TVドラマ『ずっとあなたが好きだった』（1992）
の冬彦さん役で注目を浴び、舞台・映画・TV・小説・
エッセイ・音楽・朗読・写真などジャンルを問わず幅
広い活動を続けている。
出身地の松江市ゆかりの小泉八雲作品のライフワー
クともいえる朗読『小泉八雲・朗読の夕べin彦根』が
昨年3月4日清凉寺で開催され好評を博した。2018
年度のNHK大河ドラマ『西郷どん』では近江彦根藩
第十三代藩主、井伊直弼を演じる。

　
２
０
１
８
年
１
月
26
日
、第
８
回
会
員

交
流
フ
ェ
ア「M

EET The M
em

bers

」

が
開
催
さ
れ
た（
彦
根
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル
）。

新
春
特
別
講
演
会
で
は
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド

ラ
マ「
西
郷
ど
ん
」で
井
伊
直
弼
役
を
演

じ
る
佐
野
史
郎
氏
の「
井
伊
直
弼
に
導
か

れ
て
」と
題
し
た
講
演
が
あ
っ
た
。前
半

は
佐
野
氏
と
の
親
交
が
あ
る
真
鍋
晶
子
氏

（
滋
賀
大
学
経
済
学
部
教
授
）が
ナ
ビ
ゲ
ー

タ
を
務
め
、後
半
は
井
伊
家
第
18
代
当
主

の
井
伊
直
岳
氏
と
の
対
談
形
式
で
進
め
ら

れ
た
。特
集
で
は
、前
半
・
後
半
の
印
象
的

な
お
話
を
再
構
成
し
、講
演
録
と
し
て
記

す
こ
と
に
す
る
。

真
鍋
晶
子
さ
ん　
佐
野
史
郎
さ
ん
は
、松

江
の
ご
出
身
で
、小
泉
八
雲（
ラ
フ
カ
デ
ィ

オ 

ハ
ー
ン
）に
深
い
造
詣
を
お
持
ち
で
す
。

２
０
１
７
年
３
月
４
日
、彦
根
の
清
凉
寺

で『
小
泉
八
雲
・
朗
読
の
夕
べ 

in 

彦
根「
望

郷―

失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
永
遠
の
魂
の

故
郷
」』と
い
う
公
演
を
世
界
的
ギ
タ
リ
ス

ト
の
山
本
恭
司
さ
ん
と
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。佐
野
さ
ん
に
と
っ
て
松
江
は
ど
ん

な
と
こ
ろ
な
の
で
し
ょ
う
。

佐
野
史
郎
さ
ん　
僕
は
１
９
５
５
年
山
梨

で
生
ま
れ
ま
し
た
が
、代
々
島
根
県
松
江

の
医
者
の
家
系
で
す
。医
院
は
弟
が
継
い

で
い
ま
す
が
、僕
で
５
代
目
。生
ま
れ
た

当
時
父
親
は
山
梨
で
勤
務
医
を
し
て
お

り
、そ
の
後
６
歳
ま
で
東
京
で
過
ご
し
ま

し
た
。松
江
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
最

初
は
言
葉
も
分
か
ら
ず
戸
惑
い
ま
し
た

が
、帰
っ
て
き
た
懐
か
し
い
場
所
と
い
う

の
が
大
人
に
な
っ
て
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
で

す
。山
本
恭
司
は
高
校
の
同
級
生
で
、当

時
か
ら
一
緒
に
ギ
タ
ー
を
弾
い
た
り
し
て

い
ま
し
た
。

　
「
小
泉
八
雲
・
朗
読
の
し
ら
べ（「
夕
べ
」

改
め
）」は
、僕
が
シ
ナ
リ
オ
を
構
成
し
、山

本
恭
司
が
音
楽
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

せ
っ
か
く
の
彦
根
で
の
公
演
で
す
の
で
、

今
回
は
出
雲
国
松
江
の
宍
道
湖
の
光
景
で

始
ま
り
近
江
・
琵
琶
湖
で
終
わ
る
よ
う
小

泉
八
雲
の
８
作
品
と
近
江
国
ゆ
か
り
の
幻

想
譚
、「
果
心
居
士
の
話
」で
終
わ
る
よ
う

構
成
し
ま
し
た
。奇
妙
な
仏
画
の
掛
け
軸

を
巡
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
物
語
で
す

が
、最
後
は
近
江
八
景
が
描
か
れ
た
屏
風

絵
と
琵
琶
湖
、宍
道
湖
が
繋
が
る
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
で
上
演
し
ま
し
た
。今
年
も
11

月
２
日
に
新
た
な
構
成
で「
朗
読
の
し
ら

べ
」を
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、ど
う
ぞ
ご

期
待
く
だ
さ
い
。

真
鍋　
「
朗
読
の
夕
べ
」が
彦
根
と
の
ご
縁

の
始
ま
り
だ
っ
た
気
が
す
る
の
で
す
が
、

そ
れ
以
前
に
彦
根
に
来
ら
れ
た
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
？　

佐
野　
撮
影
で
よ
く
京
都
へ
は
来
て
お
り

ま
し
た
が
、彦
根
に
は
ず
っ
と
ご
縁
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。時
代
劇
で
琵
琶
湖
畔

で
撮
影
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
し
、

大
津
に
は
何
度
も
訪
れ
て
い
る
の
に
彦
根

に
来
た
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。や
っ

と
２
０
１
３
年
に
、映
画「
偉
大
な
る
、し
ゅ

ら
ら
ぼ
ん
」の
撮
影
で
彦
根
に
参
り
ま
し

た
。琵
琶
湖
を
舞
台
に
、不
思
議
な
力
を

持
つ
一
族
の
跡
取
り
息
子
を
巡
る
物
語

で
、僕
は
日
出
家
の
当
主
淡
九
郎
役
で
し

た
。架
空
の
町
の
設
定
な
の
で
す
が
、日

出
家
の
主
人
公
た
ち
は
お
城
に
住
み
真
っ

赤
な
学
生
服
を
着
て
い
る
ん
で
す
。父
親

役
の
僕
も
赤
い
衣
装
で
。そ
の
ロ
ケ
場
所

が
彦
根
城
だ
っ
た
ん
で
す
。

　
井
伊
の
赤
揃
え
。今
思
え
ば
、ご
縁
は

そ
の
と
き
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　
昨
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ「
お
ん
な

城
主 

直
虎
」に
も
出
演
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、僕
は
井
伊
家
に
配
慮
し
た
今

川
家
重
臣
・
太
原
雪
斎
の
役
で
し
た
。１

９
９
４
年
の「
花
の
乱
」以
来
の
大
河
ド

ラ
マ
出
演
で
、放
送
後
の
彦
根
で
の「
朗
読

の
夕
べ
」だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、皆
様
が
と

て
も
暖
か
く
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
感

激
い
た
し
ま
し
た
。

　
今
年
の
大
河
ド
ラ
マ「
西
郷
ど
ん
」の

こ
と
は
、「
朗
読
の
夕
べ
」で
彦
根
に
お
邪

魔
し
て
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
知
り
、最
初

は
ま
さ
か
２
年
続
け
て
大
河
ド
ラ
マ
出
演

と
か
考
え
て
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、

井
伊
直
弼
公
の
役
を…

…

と
打
診
が
あ
っ

た
時
は
大
変
驚
き
ま
し
た
。井
伊
家
の
菩

提
寺
清
凉
寺
さ
ん
で
の
小
泉
八
雲
の
朗
読

の
後
の
こ
と
で
し
た
の
で
、お
導
き
を
感

じ
、直
弼
公
の
無
念
を
晴
ら
す
べ
く
ご
供

養
の
気
持
ち
を
持
っ
て
挑
ま
な
け
れ
ば
と

思
い
ま
し
た
。

　
実
は
、清
凉
寺
で「
朗
読
の
夕
べ
」が
行

わ
れ
た
３
月
４
日
は
僕
の
誕
生
日
だ
っ
た

の
で
す
。そ
し
て「
西
郷
ど
ん
」で
、井
伊

直
弼
と
し
て
僕
が
登
場
す
る
回
も
３
月
４

日
で
す
。奇
し
き
縁
に
驚
か
さ
れ
る
こ
と

ば
か
り
で
す
。

真
鍋　
直
弼
さ
ん
の
誕
生
日
10
月
29
日
に

も
彦
根
に
お
い
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。大

型
台
風
が
彦
根
に
来
襲
し
た
日
で
し
た
。

佐
野　
井
伊
直
弼
を
演
じ
る
こ
と
が
決

ま
っ
て
、お
受
け
す
る
の
で
あ
れ
ば
、役
作

り
の
た
め
に
も
う
一
度
、彦
根
を
訪
れ
な

け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。た
ま
た
ま

名
古
屋
の
方
で
舞
台
が
あ
り
、翌
日
が
空

い
て
い
た
の
で
、彦
根
を
訪
ね
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。そ
う
し
た
ら
そ
の
日
が
直
弼

さ
ん
の
誕
生
日
だ
っ
た
の
で
す
。プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
で
し
た
が
、彦
根
の
皆
さ
ん
に
ご

案
内
い
た
だ
き
、非
常
に
貴
重
な
体
験
を

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

直
弼
公
が
過
ご
し
た
彦
根
の
空
気
感
に
触

れ
る
こ
と
が
で
き
、感
謝
の
言
葉
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。清
凉
寺
、天
寧
寺
、埋
木
舎
を

訪
れ
、井
伊
家
第
18
代
当
主
の
井
伊
直
岳

さ
ん
に
も
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
、お

話
を
聞
く
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。こ
の
日

の
こ
と
は「
西
郷
ど
ん
」の
公
式
サ
イ
ト

の「
井
伊
さ
ん
ぽ 

」に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
お

り
ま
す
の
で
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
実
は
、僕
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は「
橘
井

堂
」（
キ
ッ
セ
ヰ
ド
ウ
）と
い
い
ま
す
。佐

野
家
の
医
院
の
初
代
か
ら
の
屋
号
が「
橘

井
堂
」。「
橘
」は
井
伊
家
の
家
紋
で「
井
」

は
旗
印
で
す
。ま
た
栃
木
県
佐
野
市
は
、

彦
根
藩
の
飛
領
地
で
し
た
。近
江
と
出
雲

の
ご
縁
も
古
い
で
す
し
、下
野
の
佐
野
と

近
江
の
彦
根
、出
雲
の
地
の
関
係
に
も
想

い
を
馳
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

真
鍋　
直
弼
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
３
月
３

日
は
雪
が
降
っ
て
い
ま
し
た
。今
日
の
彦

根
も
大
雪
で
、今
も
降
り
積
も
っ
て
い
ま

す
。見
え
な
い
何
か…

…

、導
か
れ
て
い

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
。

佐
野　
否
応
な
く
桜
田
門
外
の
変
を
想
わ

ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

真
鍋　
「
西
郷
ど
ん
」は
ド
ラ
マ
と
し
て
薩

長
の
視
点
か
ら
捉
え
て
い
ま
す
か
ら
、直

弼
さ
ん
は
良
い
イ
メ
ー
ジ
に
は
描
か
れ
な

い
で
し
ょ
う
。佐
野
さ
ん
は
ど
ん
な
ふ
う

に
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
？

佐
野　
１
９
９
０
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ

マ「
翔
ぶ
が
如
く
」で
は
、僕
は
西
郷
隆
盛

の
友
人
の
有
村
俊
斎
を
演
じ
ま
し
た
。い

わ
ゆ
る
安
政
の
大
獄
が
始
ま
る
と
、俊
斎

ら
倒
幕
派
の
藩
士
た
ち
は
追
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。当
時
は
薩
長
史
観
に
疑
問

を
持
つ
こ
と
も
な
く
薩
摩
藩
士
を
無
我
夢

中
で
演
じ
て
い
ま
し
た
。俊
斎
の
弟
が
有

村
次
左
衛
門
。桜
田
門
外
の
変
で
直
弼
の

首
を
取
っ
た
人
物
で
す
。敵
対
す
る
両
方

の
役
ど
こ
ろ
を
演
じ
、何
と
も
複
雑
な
気

持
ち
で
す
。

　
２
０
１
２
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
土
曜
ド
ラ
マ
ス

ペ
シ
ャ
ル「
負
け
て
、勝
つ
〜
戦
後
を
創
っ

た
男・吉
田
茂
〜
」で
は
吉
田
茂
を
渡
辺
謙

さ
ん
が
、僕
は
広
田
弘
毅
を
演
じ
ま
し
た
。

広
田
は
、吉
田
の
説
得
を
受
け
て
首
相
に

就
任
し
た
人
物
で
、戦
後
、東
京
裁
判
で
裁

か
れ
、東
条
英
機
ら
と
と
も
に
文
官
と
し

て
唯
一
死
刑
判
決
を
受
け
て
し
ま
い
ま

す
。演
じ
て
い
て
も「
ど
う
し
て
死
刑
判
決

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
!?
」と

釈
然
と
し
な
い
死
を
迎
え
ま
す
が
、僕
は

そ
う
い
う
役
が
多
い
で
す
ね
。

　
今
回
も
島
津
斉
彬
を
渡
辺
謙
さ
ん
が
演

じ
、相
対
し
ま
す
し
、こ
こ
に
も
奇
し
き
縁

を
感
じ
ま
す
。

　
今
年
は
明
治
維
新
１
５
０
年
で
す
し
、

台
本
も
当
然
新
政
府
側
に
た
っ
た
も
の
に

な
っ
て
い
ま
す
。明
治
政
府
が
あ
っ
て
の

今
の
こ
の
国
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。歴
史
に「
た
ら
、れ
ば
」を
持
ち
出

し
て
も
仕
方
が
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、し
か
し
何
故
、今
の
よ
う
な
国
家
と

な
っ
た
の
か
を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
は

意
義
深
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。彦
根
の

皆
さ
ん
に
ご
覧
い
た
だ
い
て
、恥
ず
か
し

く
な
い
よ
う
な
直
弼
像
を
創
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
強
く
思
っ
て
い
ま
す
。直
弼

公
は
決
し
て
悪
役
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。彦

根
を
訪
れ
、そ
の
人
徳
の
深
さ
を
知
る
ほ

ど
に
感
銘
を
受
け
る
ば
か
り
で
す
。

　
僕
は
、登
場
し
た
だ
け
で
、だ
い
た
い
ど

の
ド
ラ
マ
も
犯
人
だ
と
判
っ
て
し
ま
う
く

ら
い
悪
役
が
多
い
で
す
が
、今
回
は
、そ
の

期
待
を
裏
切
り
た
い
と
い
う
思
い
で
い
ま

す
。デ
ィ
レ
ク
タ
ー
や
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

の
演
出
意
図
と
は
違
う
と
こ
ろ
が
出
て
く

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、よ
く
話
し
合
い
、

相
談
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、現
場
で

丁
寧
に
創
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。悪
役
と
し
て
引
き
受
け
、様
々
な
登
場

人
物
と
対
決
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
で

し
ょ
う
が
、彦
根
の
風
景
を
し
ょ
っ
て（
背

景
に
も
ち
）現
場
に
望
め
ば
、直
弼
公
の
信

念
を
裏
切
る
こ
と
の
な
い
よ
う
強
い
気
持

ち
で
立
ち
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ

て
い
ま
す
。

真
鍋　
佐
野
さ
ん
は
、ご
自
分
で
調
べ
ら

れ
歴
史
感
を
創
り
、演
技
を
考
え
ら
れ
る

「
論
」が
あ
っ
た
上
で
、頭
で
判
ら
せ
る
の

で
は
な
く
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
演
技
だ
と

思
う
の
で
す
。そ
し
て
、と
て
も
言
葉
を

大
切
に
し
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
よ
ね
。

佐
野　
最
初
に
お
話
し
ま
し
た
よ
う
に
、

子
ど
も
の
頃
、東
京
か
ら
松
江
に
引
っ
越

し
ま
し
た
が
、最
初
、出
雲
弁
と
い
う
も
の

が
ま
っ
た
く
判
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。す

ぐ
に
話
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
け
ど
。

大
人
に
な
っ
た
今
で
も
地
方
に
行
っ
た
と

き
な
ど
、特
に
沖
縄
、九
州
や
東
北
の
お
年

寄
り
の
方
言
な
ど
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
あ
る
瞬
間
、他
の
人
に
は
分

か
ら
な
く
て
も
判
る
言
葉
が
耳
に
飛
び
込

ん
で
く
る
ん
で
す
。出
雲
に
通
じ
る
古
い

音
が
各
地
に
残
っ
て
い
る
の
だ
な
と
感
覚

的
に
思
う
の
で
す
。学
術
的
に
証
明
で
き

る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、そ
う
い

う
音
が
あ
る
感
じ
が
し
ま
す
。単
語
だ
け

で
な
く
、息
づ
か
い
と
い
う
か
。古
い
記

憶
、共
通
因
子
み
た
い
な
も
の
が
断
片
的

に
飛
び
込
ん
で
く
る
よ
う
に
感
じ
る
ん
で

す
。ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
ル
ー
マ
ニ
ア
に

行
っ
た
と
き
な
ど
に
も
懐
か
し
い
、知
っ

て
い
る
、と
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

外
国
で
あ
れ
日
本
で
あ
れ
、目
に
見
え
な

く
て
も
同
じ
よ
う
な
、音
と
か
匂
い
と
か

気
配
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。

　
音
と
い
う
と
耳
に
聞
こ
え
て
く
る
聴
覚

を
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、空
気

の
流
れ
や
気
配
、匂
い
も
、ひ
っ
く
る
め
て

音
で
す
よ
ね
。お
香
も「
聞
く
」と
言
い
ま

す
よ
ね
。「
聞
香
」と
書
き
ま
す
し
。言
葉

の
意
味
は
伝
わ
ら
な
く
て
も
、た
た
ず
ま

い
や
所
作
、音
で
伝
わ
る
こ
と
が
大
切
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

真
鍋　
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で「
朗
読
の
夕
べ
」

の
公
演
を
さ
れ
た
と
き
、日
本
語
で
朗
読

さ
れ
る
の
に
、ど
の
会
場
で
も
拍
手
喝
采

で
高
い
評
価
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。さ
て
、

そ
う
い
う
今
の
佐
野
史
郎
と
い
う
人
物
は

ど
ん
な
ふ
う
に
培
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

佐
野　
僕
は
１
９
８
０
年
25
歳
の
と
き
、

唐
十
郎
主
宰
の
劇
団
状
況
劇
場
に
入
団
し

ま
し
た
。そ
れ
以
前
は
、二
十
歳
の
と
き

に
劇
団
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
・
シ
ア
タ
ー
の

創
立
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、渋
谷
の
小
劇
場

ジ
ァ
ン
ジ
ァ
ン
で
初
舞
台
を
踏
み
ま
し

た
。最
初
に
教
わ
っ
た
の
は
と
に
か
く
明

確
に
早
く
喋
る
こ
と
。シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

の
セ
リ
フ
は
膨
大
な
の
で
、ゆ
っ
く
り

喋
っ
て
い
た
ら
終
わ
ら
な
い
ん
で
す
。そ

の
後
に
内
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
大
切
に
し
ろ

と
言
わ
れ
ま
し
た
。自
分
の
気
持
ち
ば
か

り
を
主
張
し
て
も
駄
目
だ
ぞ
と…

…

。あ

の
王
が
憎
い
、友
達
が
嫉
ま
し
い
、お
姫
様

が
好
き
だ
、そ
う
い
う
身
体
の
状
態
と
い

う
の
で
し
ょ
う
か
。自
分
の
気
持
ち
を
押

し
つ
け
る
の
で
は
な
く
、登
場
人
物
が
ど

ん
な
状
態
で
い
た
の
か
想
像
力
を
働
か

せ
、そ
の
場
に
身
体
を
な
じ
ま
せ
て
、自
分

を
置
い
て
み
る
。そ
の
上
で
初
め
て
与
え

ら
れ
た
言
葉
を
発
す
る
。そ
ん
な
教
え
を

受
け
て
き
ま
し
た
。反
対
に
唐
さ
ん
は「
あ

ん
ま
り
ハ
キ
ハ
キ
喋
る
な
」と（
笑
）。そ

れ
で
も
共
通
し
て
学
ん
だ
の
は
、や
は
り

身
体
の
状
態
。何
十
年
た
っ
て
も
そ
の
教

え
は
大
き
い
な
あ
と
思
っ
て
い
ま
す
。今

回
、直
弼
を
演
じ
る
に
あ
た
っ
て
も
、戒
め

に
な
っ
て
い
ま
す
。

真
鍋　
歴
史
ド
ラ
マ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が

多
く
入
っ
て
い
ま
す
。佐
野
さ
ん
は
既
に
、

多
く
の
こ
と
を
考
え
て
お
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
が
、そ
の
一
端
を
ご
披
露
く
だ
さ
い
。

佐
野　
ど
の
よ
う
な
状
態
で
直
弼
公
が
い

ら
し
た
か
い
う
こ
と
を
感
じ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。た
と
え
実
際
に
起
こ
っ
て
い

た
こ
と
と
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
、直
弼

公
が
悪
役
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
な
ら

ば
、そ
れ
で
も
真
実
を
裏
切
る
こ
と
な
く

ド
ラ
マ
に
沿
っ
て
直
弼
像
を
作
り
あ
げ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
直
弼
は
井
伊
直
中
の
14
男
と
し
て
生
ま

れ
て
、若
い
頃
は
立
身
出
世
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
だ
ろ

う
し
、大
老
職
を
務
め
た
の
は
45
年
の
生

涯
の
中
で
約
２
年
ぐ
ら
い
で
す
。そ
も
そ

も
32
歳
の
時
に
世
継
ぎ
に
な
っ
て
、36
歳

で
藩
主
、そ
れ
以
前
の
青
春
時
代
は
埋
木

舎
で
暮
ら
し
て
い
た
時
代
で
、茶
の
湯
、

能
、狂
言
、和
歌
、居
合
、禅
を
極
め
て
い
く

わ
け
で
す
が
、上
昇
志
向
が
特
に
強
か
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、ひ
と
時
は
仏
門
に
入

ろ
う
と
し
た
ほ
ど
で
す
し
、心
穏
や
か
に

心
身
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
人
が
、果

た
し
て
有
事
に
慌
て
ふ
た
め
く
だ
ろ
う
か

…
…

。そ
ん
な
人
で
さ
え
慌
て
ふ
た
め
く

事
件
が
幕
末
に
起
き
た
の
だ
ろ
う
と
は
想

像
し
ま
す
が
、そ
れ
に
し
て
も
一
喜
一
憂

し
た
り
す
る
人
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
う
す
る
と
、書
か
れ
て
あ
る
憎
々
し

げ
な
セ
リ
フ
や
ト
書
き
と
実
際
に
僕
が
感

じ
る
直
弼
像
と
の
間
に
ズ
レ
が
生
じ
ま

す
。直
弼
は
安
政
の
大
獄
と
い
う
悪
政
を

行
っ
た
暴
君
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多

い
で
す
が
、果
た
し
て
本
当
に
そ
う
な
の

か
？
慎
重
に
慎
重
を
期
し
た
上
で
、他
に

方
法
な
し
と
英
断
し
た
の
で
は
な
い
か
？

歴
史
が
勝
者
の
側
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
僕

は
釈
然
と
し
な
い
。国
譲
り
の
出
雲
だ
か

ら
で
す
か
ね
？（
笑
）台
本
に
書
か
れ
て

あ
る
こ
と
と
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
直

弼
像
と
の
間
の
矛
盾
を
ど
う
両
立
さ
せ
る

か
を
よ
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。し

か
も
演
じ
る
上
で
、暴
君
と
し
て
残
さ
れ

た
勝
者
側
の
歴
史
の
事
実
は
伝
え
な
が
ら

も
、そ
れ
に
相
反
す
る
こ
と
を
分
か
ら
せ

よ
う
と
い
う
心
情
説
明
に
な
ら
な
い
よ
う

演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
ん
な
こ
と

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、そ

れ
く
ら
い
、こ
れ
ま
で
の
俳
優
人
生
の
な

か
で
も
、求
め
ら
れ
る
ハ
ー
ド
ル
の
高
さ

を
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。

　
僕
は
迷
っ
た
時
に
は
能
の
教
え
を
手
本

に
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、そ
ん
な
、

そ
こ
に
居
る
だ
け
で
伝
わ
る
よ
う
な
身
体

の
状
態
を
探
ら
な
け
れ
ば
と
突
き
つ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。　

佐
野
史
郎
さ
ん　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
で
は
２
年

連
続
井
伊
家
が
取
り
上
げ
ら
れ
、時
代
も

戦
国
か
ら
幕
末
へ
と
飛
び
、さ
ら
に
ヒ
ー

ロ
ー
か
ら
憎
ま
れ
役
へ
と
、ギ
ャ
ッ
プ
も

大
き
い
で
す
よ
ね
。菅
田
将
暉
さ
ん
か
ら

佐
野
史
郎
へ
と
い
う
ル
ッ
ク
ス
の
上
で
の

ギ
ャ
ッ
プ
も
あ
り
ま
す
が（
笑
）、「
西
郷
ど

ん
」、楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。井
伊
家
の
こ
と
や
彦
根
に
つ
い
て
教

え
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
？

井
伊
直
岳
さ
ん　
井
伊
直
政
は
佐
和
山
城

に
入
り
彦
根
城
を
見
ず
に
亡
く
な
り
ま

す
。井
伊
家
は
彦
根
を
拠
点
に
、江
戸
時

代
約
２
６
０
年
間
、譜
代
大
名
筆
頭
と
し

て
藩
を
治
め
て
き
ま
し
た
。

　
直
弼
の
死
後
も
幕
府
内
部
で
の
地
位
を

保
っ
て
い
た
彦
根
藩
で
し
た
が
、文
久
２

年（
１
８
６
２
）直
弼
と
対
立
し
て
い
た

一
橋
派
に
実
権
が
渡
り
、彦
根
藩
の
立
場

も
暗
転
し
ま
す
。京
都
守
護
の
役
割
を
外

さ
れ
た
う
え
に
、藩
領
30
万
石
の
う
ち
10

万
石
を
上
知（
知
行
地
を
没
収
す
る
こ
と
）

さ
れ
る
と
い
う
、厳
し
い
処
分
が
科
さ
れ

ま
し
た
。直
弼
の
と
っ
た
政
策
が
天
皇
の

心
を
悩
ま
せ
た
と
い
う
の
が
理
由
で
し

た
。こ
の
と
き
、彦
根
藩
領
で
な
く
な
る

と
考
え
た
農
民
が
彦
根
城
下
に
訴
え
出
る

と
い
う
反
対
行
動
を
起
こ
し
ま
す
。彦
根

藩
の
領
民
で
い
た
い
と
願
っ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。

　
ま
た
、明
治
に
な
っ
て
彦
根
城
開
城
三

百
年
紀
念
祭
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。当
初

は
彦
根
町
の
み
の
催
し
と
し
て
計
画
さ
れ

ま
し
た
が
、最
終
的
に
は
江
戸
時
代
に
彦

根
藩
領
だ
っ
た
近
江
７
郡
の
祝
祭
と
な
り

ま
し
た
。

佐
野　
彦
根
藩
の
治
政
は
良
く
、住
ん
で

い
る
人
々
の
帰
属
意
識
が
強
か
っ
た
と
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

井
伊　
先
の
大
戦
時
に
は
、愛
国
心
や
愛

郷
心
の
喚
起
が
強
く
主
張
さ
れ
ま
し
た
。

彦
根
市
で
は
、こ
の
点
に
つ
い
て
井
伊
直

弼
や
彦
根
城
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
動
き

が
あ
り
ま
し
た
。

彦
根
と
の
ご
縁

佐
野　
戦
意
昂
揚
の
た
め
に
直
弼
公
を
と

い
う
の
は
、ど
う
し
て
も
矛
盾
し
た
考
え

の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。尊
王
攘
夷
の
新

政
府
を
築
い
た
人
物
で
は
な
く
、幕
藩
体

制
を
守
ろ
う
と
し
た
人
物
を
、鬼
畜
米
英

の
魂
と
し
て
利
用
す
る
と
い
う
の
が
釈
然

と
し
ま
せ
ん
。

井
伊　
当
時
の
教
科
書
で
は
直
弼
は
悪
者

扱
い
で
す
が
、地
元
の
小
学
校
で
は
直
弼

の
銅
像
を
造
り
飾
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。人
の
気
持
ち
を
一
つ
に
ま
と

め
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
の
で

し
ょ
う
。彦
根
城
も
１
９
４
４
年
に
彦
根

市
へ
寄
付
さ
れ
ま
し
た
。

佐
野　
松
江
の
幕
末
史
は
よ
く
分
か
ら
な

い
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、独
立
し
よ
う

と
し
て
い
た
隠
岐
の
島
を
新
政
府
は
、松

江
藩
の
管
轄
と
す
る
の
か
天
朝
領
で
あ
る

の
か
曖
昧
に
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
た
め

譜
代
大
名
の
松
江
藩
は
国
内
で
最
後
ま

で
、新
政
府
に
順
ず
る
の
か
幕
府
と
し
て

貫
く
の
か
を
慶
応
４
年（
１
８
６
８
）に

な
っ
て
も
決
め
ら
れ
な
い
で
い
た
よ
う
で

す
。彦
根
は
直
弼
公
の
こ
と
や
、井
伊
家

の
歴
史
を
脈
々
と
広
く
伝
え
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
な
と
感
じ
ま
す
。

井
伊　
彦
根
の
人
々
に
は
幕
末
か
ら
今
日

ま
で
、ず
っ
と
直
弼
の
汚
名
を
そ
そ
ぎ
た

い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。彦
根
藩
は

譜
代
筆
頭
の
た
め
最
後
ま
で
旧
幕
府
側
で

戦
っ
た
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
。し
か
し
戊

辰
戦
争
で
は
新
政
府
側
に
つ
い
て
活
躍

し
、二
万
石
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

佐
野　
亡
く
な
ら
れ
た
直
弼
公
の
お
声
を

役
柄
を
通
し
て
お
伝
え
で
き
な
い
か
と
い

う
想
い
な
の
で
す
が
、大
老
が
殺
さ
れ
て
、

そ
の
後
立
ち
上
が
っ
た
新
政
府
か
ら
す
れ

ば
確
か
に
逆
賊
で
す
よ
ね
。そ
の
汚
名
を

晴
ら
す
た
め
に
、新
政
府
に
尽
力
す
る
と
い

う
の
は
よ
く
判
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。

井
伊　
井
伊
直
弼
も
石
田
三
成
も
そ
の
最

期
は
悲
劇
的
で
し
た
が
、郷
土
の
人
々
に

と
っ
て
は
偉
人
で
す
。

佐
野　
石
田
三
成
の
前
の
佐
和
山
城
主
は

堀
尾
吉
晴
で
、国
宝
・
松
江
城
を
築
城
し

た
人
物
で
す
。実
は
、そ
の
堀
尾
吉
晴
役

も
昨
年
ド
ラ
マ
で
演
じ
て
い
る
の
で
す

よ
。そ
れ
に
し
て
も
、彦
根
と
松
江
は
よ

く
似
て
い
ま
す
。城
下
町
で
あ
る
と
こ
ろ

は
も
ち
ろ
ん
、琵
琶
湖
と
宍
道
湖
、茶
の
湯

は
石
州
流
と
不
昧
流
、国
造
り
を
思
う
気

持
ち
、幕
府
へ
の
想
い
、敗
者
へ
寄
せ
る
愛

情…
…

。「
西
郷
ど
ん
」で
の
直
弼
役
、薩
長

史
観
に
と
ら
わ
れ
な
い
実
相
の
一
端
で
も

感
じ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
な
ら
と

願
っ
て
い
ま
す
。
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真鍋晶子氏（滋賀大学経済学部教授）井伊家第18代当主 井伊直岳氏俳優 佐野史郎氏

　
２
０
１
８
年
１
月
26
日
、第
８
回
会
員

交
流
フ
ェ
ア「M

EET The M
em

bers

」

が
開
催
さ
れ
た（
彦
根
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル
）。

新
春
特
別
講
演
会
で
は
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド

ラ
マ「
西
郷
ど
ん
」で
井
伊
直
弼
役
を
演

じ
る
佐
野
史
郎
氏
の「
井
伊
直
弼
に
導
か

れ
て
」と
題
し
た
講
演
が
あ
っ
た
。前
半

は
佐
野
氏
と
の
親
交
が
あ
る
真
鍋
晶
子
氏

（
滋
賀
大
学
経
済
学
部
教
授
）が
ナ
ビ
ゲ
ー

タ
を
務
め
、後
半
は
井
伊
家
第
18
代
当
主

の
井
伊
直
岳
氏
と
の
対
談
形
式
で
進
め
ら

れ
た
。特
集
で
は
、前
半
・
後
半
の
印
象
的

な
お
話
を
再
構
成
し
、講
演
録
と
し
て
記

す
こ
と
に
す
る
。

真
鍋
晶
子
さ
ん　
佐
野
史
郎
さ
ん
は
、松

江
の
ご
出
身
で
、小
泉
八
雲（
ラ
フ
カ
デ
ィ

オ 

ハ
ー
ン
）に
深
い
造
詣
を
お
持
ち
で
す
。

２
０
１
７
年
３
月
４
日
、彦
根
の
清
凉
寺

で『
小
泉
八
雲
・
朗
読
の
夕
べ 

in 

彦
根「
望

郷―

失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
永
遠
の
魂
の

故
郷
」』と
い
う
公
演
を
世
界
的
ギ
タ
リ
ス

ト
の
山
本
恭
司
さ
ん
と
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。佐
野
さ
ん
に
と
っ
て
松
江
は
ど
ん

な
と
こ
ろ
な
の
で
し
ょ
う
。

佐
野
史
郎
さ
ん　
僕
は
１
９
５
５
年
山
梨

で
生
ま
れ
ま
し
た
が
、代
々
島
根
県
松
江

の
医
者
の
家
系
で
す
。医
院
は
弟
が
継
い

で
い
ま
す
が
、僕
で
５
代
目
。生
ま
れ
た

当
時
父
親
は
山
梨
で
勤
務
医
を
し
て
お

り
、そ
の
後
６
歳
ま
で
東
京
で
過
ご
し
ま

し
た
。松
江
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
最

初
は
言
葉
も
分
か
ら
ず
戸
惑
い
ま
し
た

が
、帰
っ
て
き
た
懐
か
し
い
場
所
と
い
う

の
が
大
人
に
な
っ
て
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
で

す
。山
本
恭
司
は
高
校
の
同
級
生
で
、当

時
か
ら
一
緒
に
ギ
タ
ー
を
弾
い
た
り
し
て

い
ま
し
た
。

　
「
小
泉
八
雲
・
朗
読
の
し
ら
べ（「
夕
べ
」

改
め
）」は
、僕
が
シ
ナ
リ
オ
を
構
成
し
、山

本
恭
司
が
音
楽
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

せ
っ
か
く
の
彦
根
で
の
公
演
で
す
の
で
、

今
回
は
出
雲
国
松
江
の
宍
道
湖
の
光
景
で

始
ま
り
近
江
・
琵
琶
湖
で
終
わ
る
よ
う
小

泉
八
雲
の
８
作
品
と
近
江
国
ゆ
か
り
の
幻

想
譚
、「
果
心
居
士
の
話
」で
終
わ
る
よ
う

構
成
し
ま
し
た
。奇
妙
な
仏
画
の
掛
け
軸

を
巡
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
物
語
で
す

が
、最
後
は
近
江
八
景
が
描
か
れ
た
屏
風

絵
と
琵
琶
湖
、宍
道
湖
が
繋
が
る
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
で
上
演
し
ま
し
た
。今
年
も
11

月
２
日
に
新
た
な
構
成
で「
朗
読
の
し
ら

べ
」を
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、ど
う
ぞ
ご

期
待
く
だ
さ
い
。

真
鍋　
「
朗
読
の
夕
べ
」が
彦
根
と
の
ご
縁

の
始
ま
り
だ
っ
た
気
が
す
る
の
で
す
が
、

そ
れ
以
前
に
彦
根
に
来
ら
れ
た
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
？　

佐
野　
撮
影
で
よ
く
京
都
へ
は
来
て
お
り

ま
し
た
が
、彦
根
に
は
ず
っ
と
ご
縁
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。時
代
劇
で
琵
琶
湖
畔

で
撮
影
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
し
、

大
津
に
は
何
度
も
訪
れ
て
い
る
の
に
彦
根

に
来
た
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。や
っ

と
２
０
１
３
年
に
、映
画「
偉
大
な
る
、し
ゅ

ら
ら
ぼ
ん
」の
撮
影
で
彦
根
に
参
り
ま
し

た
。琵
琶
湖
を
舞
台
に
、不
思
議
な
力
を

持
つ
一
族
の
跡
取
り
息
子
を
巡
る
物
語

で
、僕
は
日
出
家
の
当
主
淡
九
郎
役
で
し

た
。架
空
の
町
の
設
定
な
の
で
す
が
、日

出
家
の
主
人
公
た
ち
は
お
城
に
住
み
真
っ

赤
な
学
生
服
を
着
て
い
る
ん
で
す
。父
親

役
の
僕
も
赤
い
衣
装
で
。そ
の
ロ
ケ
場
所

が
彦
根
城
だ
っ
た
ん
で
す
。

　
井
伊
の
赤
揃
え
。今
思
え
ば
、ご
縁
は

そ
の
と
き
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　
昨
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ「
お
ん
な

城
主 

直
虎
」に
も
出
演
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、僕
は
井
伊
家
に
配
慮
し
た
今

川
家
重
臣
・
太
原
雪
斎
の
役
で
し
た
。１

９
９
４
年
の「
花
の
乱
」以
来
の
大
河
ド

ラ
マ
出
演
で
、放
送
後
の
彦
根
で
の「
朗
読

の
夕
べ
」だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、皆
様
が
と

て
も
暖
か
く
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
感

激
い
た
し
ま
し
た
。

　
今
年
の
大
河
ド
ラ
マ「
西
郷
ど
ん
」の

こ
と
は
、「
朗
読
の
夕
べ
」で
彦
根
に
お
邪

魔
し
て
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
知
り
、最
初

は
ま
さ
か
２
年
続
け
て
大
河
ド
ラ
マ
出
演

と
か
考
え
て
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、

井
伊
直
弼
公
の
役
を…

…

と
打
診
が
あ
っ

た
時
は
大
変
驚
き
ま
し
た
。井
伊
家
の
菩

提
寺
清
凉
寺
さ
ん
で
の
小
泉
八
雲
の
朗
読

の
後
の
こ
と
で
し
た
の
で
、お
導
き
を
感

じ
、直
弼
公
の
無
念
を
晴
ら
す
べ
く
ご
供

養
の
気
持
ち
を
持
っ
て
挑
ま
な
け
れ
ば
と

思
い
ま
し
た
。

　
実
は
、清
凉
寺
で「
朗
読
の
夕
べ
」が
行

わ
れ
た
３
月
４
日
は
僕
の
誕
生
日
だ
っ
た

の
で
す
。そ
し
て「
西
郷
ど
ん
」で
、井
伊

直
弼
と
し
て
僕
が
登
場
す
る
回
も
３
月
４

日
で
す
。奇
し
き
縁
に
驚
か
さ
れ
る
こ
と

ば
か
り
で
す
。

真
鍋　
直
弼
さ
ん
の
誕
生
日
10
月
29
日
に

も
彦
根
に
お
い
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。大

型
台
風
が
彦
根
に
来
襲
し
た
日
で
し
た
。

佐
野　
井
伊
直
弼
を
演
じ
る
こ
と
が
決

ま
っ
て
、お
受
け
す
る
の
で
あ
れ
ば
、役
作

り
の
た
め
に
も
う
一
度
、彦
根
を
訪
れ
な

け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。た
ま
た
ま

名
古
屋
の
方
で
舞
台
が
あ
り
、翌
日
が
空

い
て
い
た
の
で
、彦
根
を
訪
ね
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。そ
う
し
た
ら
そ
の
日
が
直
弼

さ
ん
の
誕
生
日
だ
っ
た
の
で
す
。プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
で
し
た
が
、彦
根
の
皆
さ
ん
に
ご

案
内
い
た
だ
き
、非
常
に
貴
重
な
体
験
を

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

直
弼
公
が
過
ご
し
た
彦
根
の
空
気
感
に
触

れ
る
こ
と
が
で
き
、感
謝
の
言
葉
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。清
凉
寺
、天
寧
寺
、埋
木
舎
を

訪
れ
、井
伊
家
第
18
代
当
主
の
井
伊
直
岳

さ
ん
に
も
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
、お

話
を
聞
く
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。こ
の
日

の
こ
と
は「
西
郷
ど
ん
」の
公
式
サ
イ
ト

の「
井
伊
さ
ん
ぽ 

」に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
お

り
ま
す
の
で
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
実
は
、僕
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は「
橘
井

堂
」（
キ
ッ
セ
ヰ
ド
ウ
）と
い
い
ま
す
。佐

野
家
の
医
院
の
初
代
か
ら
の
屋
号
が「
橘

井
堂
」。「
橘
」は
井
伊
家
の
家
紋
で「
井
」

は
旗
印
で
す
。ま
た
栃
木
県
佐
野
市
は
、

彦
根
藩
の
飛
領
地
で
し
た
。近
江
と
出
雲

の
ご
縁
も
古
い
で
す
し
、下
野
の
佐
野
と

近
江
の
彦
根
、出
雲
の
地
の
関
係
に
も
想

い
を
馳
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

真
鍋　
直
弼
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
３
月
３

日
は
雪
が
降
っ
て
い
ま
し
た
。今
日
の
彦

根
も
大
雪
で
、今
も
降
り
積
も
っ
て
い
ま

す
。見
え
な
い
何
か…

…

、導
か
れ
て
い

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
。

佐
野　
否
応
な
く
桜
田
門
外
の
変
を
想
わ

ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

真
鍋　
「
西
郷
ど
ん
」は
ド
ラ
マ
と
し
て
薩

長
の
視
点
か
ら
捉
え
て
い
ま
す
か
ら
、直

弼
さ
ん
は
良
い
イ
メ
ー
ジ
に
は
描
か
れ
な

い
で
し
ょ
う
。佐
野
さ
ん
は
ど
ん
な
ふ
う

に
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
？

佐
野　
１
９
９
０
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ

マ「
翔
ぶ
が
如
く
」で
は
、僕
は
西
郷
隆
盛

の
友
人
の
有
村
俊
斎
を
演
じ
ま
し
た
。い

わ
ゆ
る
安
政
の
大
獄
が
始
ま
る
と
、俊
斎

ら
倒
幕
派
の
藩
士
た
ち
は
追
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。当
時
は
薩
長
史
観
に
疑
問

を
持
つ
こ
と
も
な
く
薩
摩
藩
士
を
無
我
夢

中
で
演
じ
て
い
ま
し
た
。俊
斎
の
弟
が
有

村
次
左
衛
門
。桜
田
門
外
の
変
で
直
弼
の

首
を
取
っ
た
人
物
で
す
。敵
対
す
る
両
方

の
役
ど
こ
ろ
を
演
じ
、何
と
も
複
雑
な
気

持
ち
で
す
。

　
２
０
１
２
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
土
曜
ド
ラ
マ
ス

ペ
シ
ャ
ル「
負
け
て
、勝
つ
〜
戦
後
を
創
っ

た
男・吉
田
茂
〜
」で
は
吉
田
茂
を
渡
辺
謙

さ
ん
が
、僕
は
広
田
弘
毅
を
演
じ
ま
し
た
。

広
田
は
、吉
田
の
説
得
を
受
け
て
首
相
に

就
任
し
た
人
物
で
、戦
後
、東
京
裁
判
で
裁

か
れ
、東
条
英
機
ら
と
と
も
に
文
官
と
し

て
唯
一
死
刑
判
決
を
受
け
て
し
ま
い
ま

す
。演
じ
て
い
て
も「
ど
う
し
て
死
刑
判
決

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
!?
」と

釈
然
と
し
な
い
死
を
迎
え
ま
す
が
、僕
は

そ
う
い
う
役
が
多
い
で
す
ね
。

　
今
回
も
島
津
斉
彬
を
渡
辺
謙
さ
ん
が
演

じ
、相
対
し
ま
す
し
、こ
こ
に
も
奇
し
き
縁

を
感
じ
ま
す
。

　
今
年
は
明
治
維
新
１
５
０
年
で
す
し
、

台
本
も
当
然
新
政
府
側
に
た
っ
た
も
の
に

な
っ
て
い
ま
す
。明
治
政
府
が
あ
っ
て
の

今
の
こ
の
国
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。歴
史
に「
た
ら
、れ
ば
」を
持
ち
出

し
て
も
仕
方
が
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、し
か
し
何
故
、今
の
よ
う
な
国
家
と

な
っ
た
の
か
を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
は

意
義
深
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。彦
根
の

皆
さ
ん
に
ご
覧
い
た
だ
い
て
、恥
ず
か
し

く
な
い
よ
う
な
直
弼
像
を
創
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
強
く
思
っ
て
い
ま
す
。直
弼

公
は
決
し
て
悪
役
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。彦

根
を
訪
れ
、そ
の
人
徳
の
深
さ
を
知
る
ほ

ど
に
感
銘
を
受
け
る
ば
か
り
で
す
。

　
僕
は
、登
場
し
た
だ
け
で
、だ
い
た
い
ど

の
ド
ラ
マ
も
犯
人
だ
と
判
っ
て
し
ま
う
く

ら
い
悪
役
が
多
い
で
す
が
、今
回
は
、そ
の

期
待
を
裏
切
り
た
い
と
い
う
思
い
で
い
ま

す
。デ
ィ
レ
ク
タ
ー
や
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

の
演
出
意
図
と
は
違
う
と
こ
ろ
が
出
て
く

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、よ
く
話
し
合
い
、

相
談
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、現
場
で

丁
寧
に
創
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。悪
役
と
し
て
引
き
受
け
、様
々
な
登
場

人
物
と
対
決
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
で

し
ょ
う
が
、彦
根
の
風
景
を
し
ょ
っ
て（
背

景
に
も
ち
）現
場
に
望
め
ば
、直
弼
公
の
信

念
を
裏
切
る
こ
と
の
な
い
よ
う
強
い
気
持

ち
で
立
ち
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ

て
い
ま
す
。

真
鍋　
佐
野
さ
ん
は
、ご
自
分
で
調
べ
ら

れ
歴
史
感
を
創
り
、演
技
を
考
え
ら
れ
る

「
論
」が
あ
っ
た
上
で
、頭
で
判
ら
せ
る
の

で
は
な
く
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
演
技
だ
と

思
う
の
で
す
。そ
し
て
、と
て
も
言
葉
を

大
切
に
し
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
よ
ね
。

佐
野　
最
初
に
お
話
し
ま
し
た
よ
う
に
、

子
ど
も
の
頃
、東
京
か
ら
松
江
に
引
っ
越

し
ま
し
た
が
、最
初
、出
雲
弁
と
い
う
も
の

が
ま
っ
た
く
判
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。す

ぐ
に
話
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
け
ど
。

大
人
に
な
っ
た
今
で
も
地
方
に
行
っ
た
と

き
な
ど
、特
に
沖
縄
、九
州
や
東
北
の
お
年

寄
り
の
方
言
な
ど
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
あ
る
瞬
間
、他
の
人
に
は
分

か
ら
な
く
て
も
判
る
言
葉
が
耳
に
飛
び
込

ん
で
く
る
ん
で
す
。出
雲
に
通
じ
る
古
い

音
が
各
地
に
残
っ
て
い
る
の
だ
な
と
感
覚

的
に
思
う
の
で
す
。学
術
的
に
証
明
で
き

る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、そ
う
い

う
音
が
あ
る
感
じ
が
し
ま
す
。単
語
だ
け

で
な
く
、息
づ
か
い
と
い
う
か
。古
い
記

憶
、共
通
因
子
み
た
い
な
も
の
が
断
片
的

に
飛
び
込
ん
で
く
る
よ
う
に
感
じ
る
ん
で

す
。ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
ル
ー
マ
ニ
ア
に

行
っ
た
と
き
な
ど
に
も
懐
か
し
い
、知
っ

て
い
る
、と
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

外
国
で
あ
れ
日
本
で
あ
れ
、目
に
見
え
な

く
て
も
同
じ
よ
う
な
、音
と
か
匂
い
と
か

気
配
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。

　
音
と
い
う
と
耳
に
聞
こ
え
て
く
る
聴
覚

を
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、空
気

の
流
れ
や
気
配
、匂
い
も
、ひ
っ
く
る
め
て

音
で
す
よ
ね
。お
香
も「
聞
く
」と
言
い
ま

す
よ
ね
。「
聞
香
」と
書
き
ま
す
し
。言
葉

の
意
味
は
伝
わ
ら
な
く
て
も
、た
た
ず
ま

い
や
所
作
、音
で
伝
わ
る
こ
と
が
大
切
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

真
鍋　
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で「
朗
読
の
夕
べ
」

の
公
演
を
さ
れ
た
と
き
、日
本
語
で
朗
読

さ
れ
る
の
に
、ど
の
会
場
で
も
拍
手
喝
采

で
高
い
評
価
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。さ
て
、

そ
う
い
う
今
の
佐
野
史
郎
と
い
う
人
物
は

ど
ん
な
ふ
う
に
培
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

佐
野　
僕
は
１
９
８
０
年
25
歳
の
と
き
、

唐
十
郎
主
宰
の
劇
団
状
況
劇
場
に
入
団
し

ま
し
た
。そ
れ
以
前
は
、二
十
歳
の
と
き

に
劇
団
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
・
シ
ア
タ
ー
の

創
立
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、渋
谷
の
小
劇
場

ジ
ァ
ン
ジ
ァ
ン
で
初
舞
台
を
踏
み
ま
し

た
。最
初
に
教
わ
っ
た
の
は
と
に
か
く
明

確
に
早
く
喋
る
こ
と
。シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

の
セ
リ
フ
は
膨
大
な
の
で
、ゆ
っ
く
り

喋
っ
て
い
た
ら
終
わ
ら
な
い
ん
で
す
。そ

の
後
に
内
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
大
切
に
し
ろ

と
言
わ
れ
ま
し
た
。自
分
の
気
持
ち
ば
か

り
を
主
張
し
て
も
駄
目
だ
ぞ
と…

…

。あ

の
王
が
憎
い
、友
達
が
嫉
ま
し
い
、お
姫
様

が
好
き
だ
、そ
う
い
う
身
体
の
状
態
と
い

う
の
で
し
ょ
う
か
。自
分
の
気
持
ち
を
押

し
つ
け
る
の
で
は
な
く
、登
場
人
物
が
ど

ん
な
状
態
で
い
た
の
か
想
像
力
を
働
か

せ
、そ
の
場
に
身
体
を
な
じ
ま
せ
て
、自
分

を
置
い
て
み
る
。そ
の
上
で
初
め
て
与
え

ら
れ
た
言
葉
を
発
す
る
。そ
ん
な
教
え
を

受
け
て
き
ま
し
た
。反
対
に
唐
さ
ん
は「
あ

ん
ま
り
ハ
キ
ハ
キ
喋
る
な
」と（
笑
）。そ

れ
で
も
共
通
し
て
学
ん
だ
の
は
、や
は
り

身
体
の
状
態
。何
十
年
た
っ
て
も
そ
の
教

え
は
大
き
い
な
あ
と
思
っ
て
い
ま
す
。今

回
、直
弼
を
演
じ
る
に
あ
た
っ
て
も
、戒
め

に
な
っ
て
い
ま
す
。

真
鍋　
歴
史
ド
ラ
マ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が

多
く
入
っ
て
い
ま
す
。佐
野
さ
ん
は
既
に
、

多
く
の
こ
と
を
考
え
て
お
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
が
、そ
の
一
端
を
ご
披
露
く
だ
さ
い
。

佐
野　
ど
の
よ
う
な
状
態
で
直
弼
公
が
い

ら
し
た
か
い
う
こ
と
を
感
じ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。た
と
え
実
際
に
起
こ
っ
て
い

た
こ
と
と
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
、直
弼

公
が
悪
役
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
な
ら

ば
、そ
れ
で
も
真
実
を
裏
切
る
こ
と
な
く

ド
ラ
マ
に
沿
っ
て
直
弼
像
を
作
り
あ
げ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
直
弼
は
井
伊
直
中
の
14
男
と
し
て
生
ま

れ
て
、若
い
頃
は
立
身
出
世
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
だ
ろ

う
し
、大
老
職
を
務
め
た
の
は
45
年
の
生

涯
の
中
で
約
２
年
ぐ
ら
い
で
す
。そ
も
そ

も
32
歳
の
時
に
世
継
ぎ
に
な
っ
て
、36
歳

で
藩
主
、そ
れ
以
前
の
青
春
時
代
は
埋
木

舎
で
暮
ら
し
て
い
た
時
代
で
、茶
の
湯
、

能
、狂
言
、和
歌
、居
合
、禅
を
極
め
て
い
く

わ
け
で
す
が
、上
昇
志
向
が
特
に
強
か
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、ひ
と
時
は
仏
門
に
入

ろ
う
と
し
た
ほ
ど
で
す
し
、心
穏
や
か
に

心
身
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
人
が
、果

た
し
て
有
事
に
慌
て
ふ
た
め
く
だ
ろ
う
か

…
…

。そ
ん
な
人
で
さ
え
慌
て
ふ
た
め
く

事
件
が
幕
末
に
起
き
た
の
だ
ろ
う
と
は
想

像
し
ま
す
が
、そ
れ
に
し
て
も
一
喜
一
憂

し
た
り
す
る
人
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
う
す
る
と
、書
か
れ
て
あ
る
憎
々
し

げ
な
セ
リ
フ
や
ト
書
き
と
実
際
に
僕
が
感

じ
る
直
弼
像
と
の
間
に
ズ
レ
が
生
じ
ま

す
。直
弼
は
安
政
の
大
獄
と
い
う
悪
政
を

行
っ
た
暴
君
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多

い
で
す
が
、果
た
し
て
本
当
に
そ
う
な
の

か
？
慎
重
に
慎
重
を
期
し
た
上
で
、他
に

方
法
な
し
と
英
断
し
た
の
で
は
な
い
か
？

歴
史
が
勝
者
の
側
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
僕

は
釈
然
と
し
な
い
。国
譲
り
の
出
雲
だ
か

ら
で
す
か
ね
？（
笑
）台
本
に
書
か
れ
て

あ
る
こ
と
と
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
直

弼
像
と
の
間
の
矛
盾
を
ど
う
両
立
さ
せ
る

か
を
よ
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。し

か
も
演
じ
る
上
で
、暴
君
と
し
て
残
さ
れ

た
勝
者
側
の
歴
史
の
事
実
は
伝
え
な
が
ら

も
、そ
れ
に
相
反
す
る
こ
と
を
分
か
ら
せ

よ
う
と
い
う
心
情
説
明
に
な
ら
な
い
よ
う

演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
ん
な
こ
と

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、そ

れ
く
ら
い
、こ
れ
ま
で
の
俳
優
人
生
の
な

か
で
も
、求
め
ら
れ
る
ハ
ー
ド
ル
の
高
さ

を
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。

　
僕
は
迷
っ
た
時
に
は
能
の
教
え
を
手
本

に
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、そ
ん
な
、

そ
こ
に
居
る
だ
け
で
伝
わ
る
よ
う
な
身
体

の
状
態
を
探
ら
な
け
れ
ば
と
突
き
つ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。　

佐
野
史
郎
さ
ん　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
で
は
２
年

連
続
井
伊
家
が
取
り
上
げ
ら
れ
、時
代
も

戦
国
か
ら
幕
末
へ
と
飛
び
、さ
ら
に
ヒ
ー

ロ
ー
か
ら
憎
ま
れ
役
へ
と
、ギ
ャ
ッ
プ
も

大
き
い
で
す
よ
ね
。菅
田
将
暉
さ
ん
か
ら

佐
野
史
郎
へ
と
い
う
ル
ッ
ク
ス
の
上
で
の

ギ
ャ
ッ
プ
も
あ
り
ま
す
が（
笑
）、「
西
郷
ど

ん
」、楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。井
伊
家
の
こ
と
や
彦
根
に
つ
い
て
教

え
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
？

井
伊
直
岳
さ
ん　
井
伊
直
政
は
佐
和
山
城

に
入
り
彦
根
城
を
見
ず
に
亡
く
な
り
ま

す
。井
伊
家
は
彦
根
を
拠
点
に
、江
戸
時

代
約
２
６
０
年
間
、譜
代
大
名
筆
頭
と
し

て
藩
を
治
め
て
き
ま
し
た
。

　
直
弼
の
死
後
も
幕
府
内
部
で
の
地
位
を

保
っ
て
い
た
彦
根
藩
で
し
た
が
、文
久
２

年（
１
８
６
２
）直
弼
と
対
立
し
て
い
た

一
橋
派
に
実
権
が
渡
り
、彦
根
藩
の
立
場

も
暗
転
し
ま
す
。京
都
守
護
の
役
割
を
外

さ
れ
た
う
え
に
、藩
領
30
万
石
の
う
ち
10

万
石
を
上
知（
知
行
地
を
没
収
す
る
こ
と
）

さ
れ
る
と
い
う
、厳
し
い
処
分
が
科
さ
れ

ま
し
た
。直
弼
の
と
っ
た
政
策
が
天
皇
の

心
を
悩
ま
せ
た
と
い
う
の
が
理
由
で
し

た
。こ
の
と
き
、彦
根
藩
領
で
な
く
な
る

と
考
え
た
農
民
が
彦
根
城
下
に
訴
え
出
る

と
い
う
反
対
行
動
を
起
こ
し
ま
す
。彦
根

藩
の
領
民
で
い
た
い
と
願
っ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。

　
ま
た
、明
治
に
な
っ
て
彦
根
城
開
城
三

百
年
紀
念
祭
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。当
初

は
彦
根
町
の
み
の
催
し
と
し
て
計
画
さ
れ

ま
し
た
が
、最
終
的
に
は
江
戸
時
代
に
彦

根
藩
領
だ
っ
た
近
江
７
郡
の
祝
祭
と
な
り

ま
し
た
。

佐
野　
彦
根
藩
の
治
政
は
良
く
、住
ん
で

い
る
人
々
の
帰
属
意
識
が
強
か
っ
た
と
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

井
伊　
先
の
大
戦
時
に
は
、愛
国
心
や
愛

郷
心
の
喚
起
が
強
く
主
張
さ
れ
ま
し
た
。

彦
根
市
で
は
、こ
の
点
に
つ
い
て
井
伊
直

弼
や
彦
根
城
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
動
き

が
あ
り
ま
し
た
。

直
弼
を
演
じ
る

直
弼
感
と
演
技

佐
野　
戦
意
昂
揚
の
た
め
に
直
弼
公
を
と

い
う
の
は
、ど
う
し
て
も
矛
盾
し
た
考
え

の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。尊
王
攘
夷
の
新

政
府
を
築
い
た
人
物
で
は
な
く
、幕
藩
体

制
を
守
ろ
う
と
し
た
人
物
を
、鬼
畜
米
英

の
魂
と
し
て
利
用
す
る
と
い
う
の
が
釈
然

と
し
ま
せ
ん
。

井
伊　
当
時
の
教
科
書
で
は
直
弼
は
悪
者

扱
い
で
す
が
、地
元
の
小
学
校
で
は
直
弼

の
銅
像
を
造
り
飾
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。人
の
気
持
ち
を
一
つ
に
ま
と

め
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
の
で

し
ょ
う
。彦
根
城
も
１
９
４
４
年
に
彦
根

市
へ
寄
付
さ
れ
ま
し
た
。

佐
野　
松
江
の
幕
末
史
は
よ
く
分
か
ら
な

い
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、独
立
し
よ
う

と
し
て
い
た
隠
岐
の
島
を
新
政
府
は
、松

江
藩
の
管
轄
と
す
る
の
か
天
朝
領
で
あ
る

の
か
曖
昧
に
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
た
め

譜
代
大
名
の
松
江
藩
は
国
内
で
最
後
ま

で
、新
政
府
に
順
ず
る
の
か
幕
府
と
し
て

貫
く
の
か
を
慶
応
４
年（
１
８
６
８
）に

な
っ
て
も
決
め
ら
れ
な
い
で
い
た
よ
う
で

す
。彦
根
は
直
弼
公
の
こ
と
や
、井
伊
家

の
歴
史
を
脈
々
と
広
く
伝
え
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
な
と
感
じ
ま
す
。

井
伊　
彦
根
の
人
々
に
は
幕
末
か
ら
今
日

ま
で
、ず
っ
と
直
弼
の
汚
名
を
そ
そ
ぎ
た

い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。彦
根
藩
は

譜
代
筆
頭
の
た
め
最
後
ま
で
旧
幕
府
側
で

戦
っ
た
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
。し
か
し
戊

辰
戦
争
で
は
新
政
府
側
に
つ
い
て
活
躍

し
、二
万
石
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

佐
野　
亡
く
な
ら
れ
た
直
弼
公
の
お
声
を

役
柄
を
通
し
て
お
伝
え
で
き
な
い
か
と
い

う
想
い
な
の
で
す
が
、大
老
が
殺
さ
れ
て
、

そ
の
後
立
ち
上
が
っ
た
新
政
府
か
ら
す
れ

ば
確
か
に
逆
賊
で
す
よ
ね
。そ
の
汚
名
を

晴
ら
す
た
め
に
、新
政
府
に
尽
力
す
る
と
い

う
の
は
よ
く
判
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。

井
伊　
井
伊
直
弼
も
石
田
三
成
も
そ
の
最

期
は
悲
劇
的
で
し
た
が
、郷
土
の
人
々
に

と
っ
て
は
偉
人
で
す
。

佐
野　
石
田
三
成
の
前
の
佐
和
山
城
主
は

堀
尾
吉
晴
で
、国
宝
・
松
江
城
を
築
城
し

た
人
物
で
す
。実
は
、そ
の
堀
尾
吉
晴
役

も
昨
年
ド
ラ
マ
で
演
じ
て
い
る
の
で
す

よ
。そ
れ
に
し
て
も
、彦
根
と
松
江
は
よ

く
似
て
い
ま
す
。城
下
町
で
あ
る
と
こ
ろ

は
も
ち
ろ
ん
、琵
琶
湖
と
宍
道
湖
、茶
の
湯

は
石
州
流
と
不
昧
流
、国
造
り
を
思
う
気

持
ち
、幕
府
へ
の
想
い
、敗
者
へ
寄
せ
る
愛

情…
…

。「
西
郷
ど
ん
」で
の
直
弼
役
、薩
長

史
観
に
と
ら
わ
れ
な
い
実
相
の
一
端
で
も

感
じ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
な
ら
と

願
っ
て
い
ま
す
。
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其
の
二 

大
洞
弁
財
天
堂

長
寿
院
弁
財
天
堂
附
棟
札
・
長
寿
院
伽
藍（
国
指
定
重
要
文
化
財
） 中
心
と
な
る
弁
財
天
堂
は
、元
禄

８
年
建
立
の
棟
札
が
あ
り
、権
現
造
り
の
形
態
を
も
ち
、彫
刻
や
彩
画
で
華
や
か
に
飾
ら
れ
て
い
る
。阿
弥
陀

堂
は
入
母
屋
造
り
で
、外
観
よ
り
は
内
部
を
荘
厳
に
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
。

国
指
定
重
要
文
化
財

彦
根
日
光

　
彦
根
市
は
彦
根
城
の
世
界
遺
産
登
録
に

向
け
て
、「
平
成
31
年（
２
０
１
９
）ま
で
に

文
化
庁
へ
推
薦
書
原
案
を
提
出
」・「
平
成

33
年（
２
０
２
１
）ま
で
に
推
薦
」・「
平
成

36
年（
２
０
２
４
）ま
で
に
世
界
遺
産
登

録
」と
い
う
目
標
年
次
を
公
表
し
て
い
る
。

「Treasure H
unting O

H
M
I 

」は
、旧
彦

根
藩
領
に
存
在
す
る
宝
も
の（
歴
史
遺
産
）

に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
る
こ
と
で
彦
根
城
世

界
遺
産
登
録
を
少
し
で
も
盛
り
上
げ
た
い

と
考
え
て
い
る
。

　
其
の
二
は
彦
根
城
の
北
東
、表
鬼
門
の
方

角
約
１
・
５
キ
ロ
。佐
和
山
か
ら
連
な
る
大

洞
山（
２
１
１
メ
ー
ト
ル
）の
中
腹
に
あ
る

大
洞
弁
財
天
堂
。イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
は
和

田
一
繁
さ
ん
で
あ
る
。

　
和
田
一
繁
さ
ん　
「
彦
根
を
映
画
で
盛
り
上

げ
る
会
」で
は
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。「
僕

は
友
達
が
少
な
い
」（
２
０
１
４
）と
い
う

映
画
で
、夏
祭
り
の
シ
ー
ン
で
し
た
。瀬
戸

康
史
さ
ん
と
北
乃
き
い
さ
ん
の
お
二
人
が

腰
を
降
ろ
し
て
話
を
し
て
い
る
場
面
が
弁

財
天
堂
な
ん
で
す
よ
ね
。昨
年
の
映
画

「
関
ヶ
原
」（
２
０
１
７
）で
も
ロ
ケ
が
行
わ

れ
る
予
定
で
し
た
が
、天
候
が
悪
く
実
現
し

ま
せ
ん
で
し
た
。

岡
田
健
三
住
職　
「
僕
は
友
達
が
少
な
い
」

で
は
一
夜
限
り
の
縁
日
で
し
た
ね
。楼
門

へ
続
く
表
参
道
の
石
段
に
も
提
灯
の
明
か

り
が
ず
ら
り
と
灯
っ
て
、弁
財
天
堂
を
ご
存

知
の
方
は
驚
か
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

和
田　
江
戸
時
代
は
山
裾
ま
で
内
湖
が

迫
っ
て
、藩
主
は
船
で
参
詣
し
て
い
た
と
聞

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。石
段
を
登
り
、振

り
返
る
と
、楼
門
を
フ
レ
ー
ム
に
、美
し
い

金
亀
山
が
見
え
ま
す
。天
候
や
移
り
ゆ
く

時
間
と
共
に
変
化
す
る
天
守
の
眺
め
は
画

集
を
め
く
る
よ
う
だ
と
…
…
。高
校
生
の
頃
、

よ
く
ラ
グ
ビ
ー
部
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
こ

の
石
段
を
登
っ
て
い
ま
し
た
が
、風
景
を
眺

め
る
余
裕
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

岡
田　
「
額
縁
の
彦
根
城
」と
言
っ
て
愛
で

る
人
も
多
く
お
ら
れ
ま
す
。麓
の
鳥
居
が

あ
る
辺
り
が
船
着
き
場
で
、石
組
み
が
当
時

の
ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
。大
切
に
守
っ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
大
洞
弁
財
天
は
井
伊
家
第
４
代
当
主
直

興
の
発
願
で
す
。棟
札
で
み
ま
す
と
、元
禄

8
年（
1
6
9
5
）か
ら
翌
年
の
9
年
に
か

け
て
伽
藍
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。京
都
・
大

坂
な
ど
上
方
を
中
心
に
元
禄
文
化
が
華
開

い
た
頃
で
す
。

和
田　
元
禄
時
代
は
江
戸
幕
府
5
代
将
軍

徳
川
綱
吉
の
頃
で
天
下
泰
平
の
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
ま
す
。直
興
は
直
孝
か
ら
井
伊
家

の
跡
継
ぎ
に
指
名
さ
れ
、生
ま
れ
な
が
ら
に

し
て
井
伊
家
を
継
ぐ
者
と
し
て
育
っ
た
人

で
す
。直
興
は
何
故
、弁
財
天
堂
を
建
て
た

の
で
し
ょ
う
。御
殿
医
が
弁
天
様
を
信
仰

し
た
ら
直
興
の
病
が
治
っ
た
か
ら
と
か
、城

が
攻
め
ら
れ
た
と
き
、内
湖
を
渡
り
大
洞
で

態
勢
を
整
え
る
た
め
、或
い
は
、中
山
道
と

繫
が
る
城
下
へ
の
道
を
監
視
す
る
た
め
な

ど
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
…
…
。

岡
田　

 

直
興
は
、延
宝
４
年（
１
６
７
６
）、

21
歳
で
井
伊
家
当
主
に
な
り
ま
す
。彦
根

藩
の
行
政
組
織
や
基
本
的
な
制
度
が
整
い
、

下
屋
敷
の
槻
御
殿（
玄
宮
楽
々
園
）は
、直

興
の
藩
主
就
任
直
後
の
造
営
で
す
。

和
田　
平
和
な
時
代
に
、ま
ち
づ
く
り
に
着

手
し
、ソ
フ
ト
と
ハ
ー
ド
を
整
備
し
て
い
っ

た
と
い
う
感
じ
で
す
よ
ね
。

岡
田　

 

元
禄
元
年（
１
６
８
８
）、直
興
は

綱
吉
か
ら
日
光
東
照
宮
修
復
普
請
の
惣
奉

行
を
命
じ
ら
れ
三
度
に
わ
た
り
日
光
に
滞

在
し
て
、工
事
を
指
揮
し
た
よ
う
で
す
。弁

財
天
堂
は
、日
光
東
照
宮
を
修
造
し
た
甲
良

大
工
を
使
っ
て
建
て
ら
れ
た
と
伝
わ
り
、権

現
造
り
の
本
堂
は「
彦
根
日
光
」と
も
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。な
ん
ら
か
の「
お
ぼ
し
め
し

き
こ
と
が
ら
に
よ
り
て
」建
て
ら
れ
た
の

で
し
ょ
う
。は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
判
り

ま
せ
ん
。

　
弁
財
天
堂
の
建
立
に
際
し
て
は
、領
内
の

藩
士
・
庶
民
か
ら
ひ
と
り
一
文
ず
つ
の
寄

進
を
受
け
て
い
ま
す
。寄
進
者
25
万
９
５

２
６
人
、銭
２
７
０
貫
余
り
が
寄
せ
ら
れ
、

寄
進
し
た
す
べ
て
の
人
々
の
名
を
記
録
し

た
大
洞
弁
財
天
祠
堂
金
寄
進
帳（
全
68
冊
・

重
要
文
化
財
）が
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
と

し
て
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、全
国
の
霊

仏
霊
場
の
土
や
砂
を
集
め
て
踏
み
石
の
下

に
埋
め
て
い
ま
す
。こ
こ
に
参
詣
す
れ
ば

百
所
に
詣
で
た
功
徳
が
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
る
の
で
す
。領
民
全
て
が
寄
進
し「
結
縁
」

す
る
こ
と
で
、弁
天
様
の
ご
加
護
が
あ
る
よ

う
に
と
直
興
の
強
い
念
い
が
感
じ
ら
れ
ま

す
。大
洞
に
は
領
民
誰
で
も
参
詣
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

和
田　
直
興
は
、戦
国
時
代
に
彦
根
藩
領
周

辺
を
治
め
て
い
た
古
城
主
や
大
坂
の
陣
の

戦
没
者
の
名
札
を
掲
げ
て
供
養
し
て
い
ま

す
よ
ね
。歴
女
に
人
気
の
石
田
三
成
の
名

札
も
あ
り
ま
す
。

岡
田　
彦
根
藩
の
繁
栄
の
礎
と
な
っ
た
先

人
を
、領
民
と
共
に
供
養
す
る
と
い
う
の
は
、

他
に
は
見
ら
れ
な
い
直
興
独
特
の
や
り
方

だ
と
思
い
ま
す
。

和
田　
造
営
や
改
修
は
公
共
事
業
に
よ
る

経
済
の
活
性
化
、領
内
の
藩
士
・
庶
民
か
ら

ひ
と
り
一
文
ず
つ
の
寄
進
は
、領
民
基
本
台

帳
の
整
備
と
い
う
、直
興
の
戦
略
の
よ
う
な

も
の
を
感
じ
ま
す
ね
。

和
田　
実
は
、甲
良
大
工
に
は
注
目
し
て
い
る

の
で
す
。甲
良
宗
廣
に
始
ま
り
、明
治
維
新
に

至
る
ま
で
11
代
に
わ
た
って
幕
府
建
築
の
主

要
な
作
品
を
担
当
し
た
の
が
甲
良
大
工
の一

派
で
し
た
。宗
廣
は
犬
上
郡
甲
良
庄
法
養
寺

村
生
ま
れ
な
ん
で
す
よ
ね
。日
光
東
照
宮
の

社
殿
は
寛
永
13
年（
1
6
3
6
）に
完
成
し

（
寛
永
の
大
造
替
）、宗
廣
は
大
棟
梁
を
務
め

て
い
ま
す
。

岡
田　
宗
廣
は
、慶
長
9
年（
1
6
0
4
）、

江
戸
に
下
り
、徳
川
家
康
・
秀
忠
・
家
光
に

重
用
さ
れ
た
人
物
で
す
。芝
増
上
寺
三
門
、

鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
、増
上
寺
台
徳
院
霊
廟
、

寛
永
寺
五
重
塔
な
ど
を
手
が
け
て
い
ま
す
。

和
田　
直
興
は
、日
光
東
照
宮
を
見
て
心
底

感
動
し
た
の
で
し
ょ
う
、わ
ざ
わ
ざ
甲
良
大

工
を
使
っ
て
建
て
た
。領
民
に
も
見
せ
た

か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、徳
川

家
康
は
東
照
大
権
現
と
い
い
ま
す
が
、権
現

造
り
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
に
由
来
す
る
の

で
し
ょ
う
か
。

岡
田　
権
現
造
り
と
い
う
の
は
、本
殿
と
拝

殿
を
一
体
化
し
、そ
の
間
に
一
段
低
い「
石
の

間（
相
の
間
）」を
設
け
る
様
式
で
す
。東
照
大

権
現（
徳
川
家
康
の
神
号
）の
名
を
と
っ
て
権

現
造
り
と
い
い
ま
す
。彩
色
と
彫
物
を
豊
富

に
用
い
た
日
光
東
照
宮
は
宗
廣
の
代
表
作

で
、以
後
の
神
社
建
築
の
デ
ザ
イ
ン
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
と
い
い
ま
す
。弁
財
天

堂
も
、漆
塗
り
や
彩
色
の
名
残
を
留
め
、内

外
に
素
晴
ら
し
い
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
ま

す
。残
念
な
こ
と
は
昭
和
に
な
っ
て
、堂
内

で
護
摩
祈
祷
を
し
た
時
代
が
あ
っ
た
ら
し

く
煤
が
こ
び
り
付
い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。弁
天
様
は
彩
色
も
美
し
い
八
臂

（
は
っ
ぴ
）座
像
、両
脇
に
一
五
童
子
、四
天

王
を
従
え
た
凛
々
し
い
お
姿
で
す
。

和
田　
実
際
に
見
せ
て
い
た
だ
い
て
驚
き
、

感
動
し
ま
し
た
。荘
厳
で
美
し
い
堂
内
、ほ

ん
と
う
に
宝
物
で
す
ね
。修
復
は
で
き
な

い
の
で
す
か
?

岡
田　
煤
を
と
る
と
き
に
彩
色
も
剥
が
れ

て
し
ま
う
そ
う
で
す
。修
復
復
元
の
技
術

の
進
歩
を
待
つ
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

和
田　
直
興
が
仏
教
に
深
く
帰
依
し
た
理

由
は
何
処
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

岡
田　
直
興
に
は
た
く
さ
ん
の
お
子
が
お

ら
れ
ま
し
た
が
、ほ
と
ん
ど
が
夭
折
さ
れ
て

い
ま
す
。ま
た
ご
自
身
も
体
が
丈
夫
で
は

な
か
っ
た
よ
う
で
す
。こ
う
し
た
境
遇
が
、

永
源
寺
86
世
住
持
・
南
嶺
慧
詢（
な
ん
れ
い

え
じ
ゅ
ん
）と
の
親
交
を
深
め
、仏
教
に
深

く
帰
依
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。

和
田　
確
か
に
直
興
は
直
通
に
家
督
を
譲

り
、名
を
直
治
と
し
隠
居
し
ま
す
が
、直
通

は
22
歳
で
早
世
し
ま
す
。直
恒
が
後
を
継

ぎ
ま
す
が
そ
の
年
に
亡
く
な
り
ま
す
。直

治（
直
興
）は
名
を
直
該（
な
お
も
り
）と

改
め
て
、再
び
藩
主
と
な
っ
て
い
ま
す
。

家
督
を
譲
っ
た
息
子
が
次
々
に
亡
く
な
り
、

大
老
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
あ
り
、僕

ら
の
想
像
を
絶
す
る
辛
い
人
生
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

岡
田　
大
洞
弁
財
天
の
正
式
名
称
は「
真
言

宗
醍
醐
派
長
寿
院
」で
す
。直
興
の
院
号「
長

寿
院
」に
由
来
し
て
い
ま
す
。永
源
寺
を
み

ず
か
ら
の
墓
所
と
定
め
た
の
も
、南
嶺
と
の

親
交
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。井
伊
家
歴

代
の
中
で
直
興
の
み
が
他
の
歴
代
と
は
異

な
る
場
所
に
墓
所
を
築
き
ま
し
た
。そ
の

た
め
、そ
の
後
の
歴
代
当
主
は
、帰
国
の
た

び
に
一
昼
夜
を
か
け
て
永
源
寺
ま
で
参
詣

に
向
か
う
の
を
例
と
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

和
田　
表
参
道
の
鳥
居
を
二
つ
く
ぐ
っ
て

楼
門
が
あ
り
弁
財
天
堂
が
あ
り
ま
す
が
、

お
寺
な
の
に
鳥
居
っ
て
不
思
議
な
風
景
で

す
。

岡
田　
神
仏
混
合
時
代
の
様
式
が
そ
の
ま

ま
残
っ
て
い
ま
す
。弁
財
天
の
後
に
は
、天

照
大
神
、八
幡
、春
日
の
三
神
を
安
置
し
て

い
ま
す
し
、奥
の
院
に
は
鳥
居
が
あ
り
宇
賀

神
を
祀
っ
て
い
ま
す
。直
興
の
頃
と
何
ら

変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。宇
賀
神
、弁
財
天
、

彦
根
城
は
一
直
線
上
に
あ
り
ま
す
ね
。

和
田　
宇
賀
神
と
は
？

岡
田　
頭
の
上
に
お
爺
さ
ん
の
顔
を
し
た

白
蛇
を
乗
せ
た
弁
財
天
が
お
ら
れ
ま
す
ね
。

美
し
い
女
性
の
顔
の
白
蛇
の
姿
を
し
て
お

ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
を
宇
賀

弁
財
天
と
い
い
ま
す
。

和
田　
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。あ
れ
が

宇
賀
神
な
ん
で
す
ね
。

岡
田　
大
洞
の
弁
財
天
は
、弘
法
大
師
の
作
、

世
田
谷
の
光
明
寺
の
弁
財
天
を
貰
い
受
け

安
置
し
た
と
伝
わ
り
ま
す
。宇
賀
弁
財
天

が
登
場
す
る
の
は
中
世
で
す
か
ら
、八
臂
の

弁
財
天
は
古
い
時
代
の
お
姿
で
す
。直
興

は
奥
の
院
を
創
り
異
形
神
を
祀
る
こ
と
で

宇
賀
神
の
御
神
徳
も
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。大
洞
の

弁
財
天
の
宇
賀
神
は
、60
年
に
1
度
の
ご
開

帳
で
す
。平
成
元
年
に
ご
開
帳
を
し
ま
し
た
。

多
分
、次
の
巳
年
が
建
立
2
5
0
年
く
ら
い

に
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
、開
帳
を
考
え
て

も
い
ま
す
。

和
田　
30
年
後
と
い
う
の
は
自
信
が
あ
り

ま
せ
ん
。勝
手
な
こ
と
を
い
い
ま
す
が
、新

元
号
に
な
る
時
に
是
非
、開
帳
し
て
く
だ
さ

い
。直
興
の
宇
賀
神
を
是
非
、拝
ん
で
み
た

い
と
思
い
ま
す
。よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

岡
田　
大
洞
弁
財
天
に
は「
ま
め
ふ
く
」と

い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。熱
心
な
信

者
さ
ん
が
毎
日
お
参
り
を
し
て
願
を
か
け

て
い
た
ん
で
す
ね
。そ
う
す
る
と
表
参
道

の
階
段
で「
ま
め
ふ
く
、ま
め
ふ
く
」と
い

う
声
が
聞
こ
え
た
と
い
う
の
で
す
。「
ま
め

に
参
れ
ば
福
が
来
る
」と
い
う
こ
と
で
す
。

特
別
な
と
き
だ
け
で
な
く
お
参
り
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

和
田　
鉄
砲
塔
の
話
や
甲
冑
大
黒
天
の
話

も
詳
し
く
お
聞
き
し
た
か
っ
た
の
で
す
が

次
の
機
会
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。歴
史

の
話
を
し
て
い
る
と
直
ぐ
に
時
間
が
経
っ

て
し
ま
い
ま
す
。本
日
は
ど
う
も
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

　
２
０
１
８
年
１
月
26
日
、第
８
回
会
員

交
流
フ
ェ
ア「M

EET The M
em

bers

」

が
開
催
さ
れ
た（
彦
根
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル
）。

新
春
特
別
講
演
会
で
は
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド

ラ
マ「
西
郷
ど
ん
」で
井
伊
直
弼
役
を
演

じ
る
佐
野
史
郎
氏
の「
井
伊
直
弼
に
導
か

れ
て
」と
題
し
た
講
演
が
あ
っ
た
。前
半

は
佐
野
氏
と
の
親
交
が
あ
る
真
鍋
晶
子
氏

（
滋
賀
大
学
経
済
学
部
教
授
）が
ナ
ビ
ゲ
ー

タ
を
務
め
、後
半
は
井
伊
家
第
18
代
当
主

の
井
伊
直
岳
氏
と
の
対
談
形
式
で
進
め
ら

れ
た
。特
集
で
は
、前
半
・
後
半
の
印
象
的

な
お
話
を
再
構
成
し
、講
演
録
と
し
て
記

す
こ
と
に
す
る
。

真
鍋
晶
子
さ
ん　
佐
野
史
郎
さ
ん
は
、松

江
の
ご
出
身
で
、小
泉
八
雲（
ラ
フ
カ
デ
ィ

オ 

ハ
ー
ン
）に
深
い
造
詣
を
お
持
ち
で
す
。

２
０
１
７
年
３
月
４
日
、彦
根
の
清
凉
寺

で『
小
泉
八
雲
・
朗
読
の
夕
べ 

in 

彦
根「
望

郷―

失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
永
遠
の
魂
の

故
郷
」』と
い
う
公
演
を
世
界
的
ギ
タ
リ
ス

ト
の
山
本
恭
司
さ
ん
と
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。佐
野
さ
ん
に
と
っ
て
松
江
は
ど
ん

な
と
こ
ろ
な
の
で
し
ょ
う
。

佐
野
史
郎
さ
ん　
僕
は
１
９
５
５
年
山
梨

で
生
ま
れ
ま
し
た
が
、代
々
島
根
県
松
江

の
医
者
の
家
系
で
す
。医
院
は
弟
が
継
い

で
い
ま
す
が
、僕
で
５
代
目
。生
ま
れ
た

当
時
父
親
は
山
梨
で
勤
務
医
を
し
て
お

り
、そ
の
後
６
歳
ま
で
東
京
で
過
ご
し
ま

し
た
。松
江
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
最

初
は
言
葉
も
分
か
ら
ず
戸
惑
い
ま
し
た

が
、帰
っ
て
き
た
懐
か
し
い
場
所
と
い
う

の
が
大
人
に
な
っ
て
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
で

す
。山
本
恭
司
は
高
校
の
同
級
生
で
、当

時
か
ら
一
緒
に
ギ
タ
ー
を
弾
い
た
り
し
て

い
ま
し
た
。

　
「
小
泉
八
雲
・
朗
読
の
し
ら
べ（「
夕
べ
」

改
め
）」は
、僕
が
シ
ナ
リ
オ
を
構
成
し
、山

本
恭
司
が
音
楽
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

せ
っ
か
く
の
彦
根
で
の
公
演
で
す
の
で
、

今
回
は
出
雲
国
松
江
の
宍
道
湖
の
光
景
で

始
ま
り
近
江
・
琵
琶
湖
で
終
わ
る
よ
う
小

泉
八
雲
の
８
作
品
と
近
江
国
ゆ
か
り
の
幻

想
譚
、「
果
心
居
士
の
話
」で
終
わ
る
よ
う

構
成
し
ま
し
た
。奇
妙
な
仏
画
の
掛
け
軸

を
巡
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
物
語
で
す

が
、最
後
は
近
江
八
景
が
描
か
れ
た
屏
風

絵
と
琵
琶
湖
、宍
道
湖
が
繋
が
る
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
で
上
演
し
ま
し
た
。今
年
も
11

月
２
日
に
新
た
な
構
成
で「
朗
読
の
し
ら

べ
」を
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、ど
う
ぞ
ご

期
待
く
だ
さ
い
。

真
鍋　
「
朗
読
の
夕
べ
」が
彦
根
と
の
ご
縁

の
始
ま
り
だ
っ
た
気
が
す
る
の
で
す
が
、

そ
れ
以
前
に
彦
根
に
来
ら
れ
た
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
？　

佐
野　
撮
影
で
よ
く
京
都
へ
は
来
て
お
り

ま
し
た
が
、彦
根
に
は
ず
っ
と
ご
縁
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。時
代
劇
で
琵
琶
湖
畔

で
撮
影
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
し
、

大
津
に
は
何
度
も
訪
れ
て
い
る
の
に
彦
根

に
来
た
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。や
っ

と
２
０
１
３
年
に
、映
画「
偉
大
な
る
、し
ゅ

ら
ら
ぼ
ん
」の
撮
影
で
彦
根
に
参
り
ま
し

た
。琵
琶
湖
を
舞
台
に
、不
思
議
な
力
を

持
つ
一
族
の
跡
取
り
息
子
を
巡
る
物
語

で
、僕
は
日
出
家
の
当
主
淡
九
郎
役
で
し

た
。架
空
の
町
の
設
定
な
の
で
す
が
、日

出
家
の
主
人
公
た
ち
は
お
城
に
住
み
真
っ

赤
な
学
生
服
を
着
て
い
る
ん
で
す
。父
親

役
の
僕
も
赤
い
衣
装
で
。そ
の
ロ
ケ
場
所

が
彦
根
城
だ
っ
た
ん
で
す
。

　
井
伊
の
赤
揃
え
。今
思
え
ば
、ご
縁
は

そ
の
と
き
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　
昨
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ「
お
ん
な

城
主 

直
虎
」に
も
出
演
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、僕
は
井
伊
家
に
配
慮
し
た
今

川
家
重
臣
・
太
原
雪
斎
の
役
で
し
た
。１

９
９
４
年
の「
花
の
乱
」以
来
の
大
河
ド

ラ
マ
出
演
で
、放
送
後
の
彦
根
で
の「
朗
読

の
夕
べ
」だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、皆
様
が
と

て
も
暖
か
く
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
感

激
い
た
し
ま
し
た
。

　
今
年
の
大
河
ド
ラ
マ「
西
郷
ど
ん
」の

こ
と
は
、「
朗
読
の
夕
べ
」で
彦
根
に
お
邪

魔
し
て
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
知
り
、最
初

は
ま
さ
か
２
年
続
け
て
大
河
ド
ラ
マ
出
演

と
か
考
え
て
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、

井
伊
直
弼
公
の
役
を…

…

と
打
診
が
あ
っ

た
時
は
大
変
驚
き
ま
し
た
。井
伊
家
の
菩

提
寺
清
凉
寺
さ
ん
で
の
小
泉
八
雲
の
朗
読

の
後
の
こ
と
で
し
た
の
で
、お
導
き
を
感

じ
、直
弼
公
の
無
念
を
晴
ら
す
べ
く
ご
供

養
の
気
持
ち
を
持
っ
て
挑
ま
な
け
れ
ば
と

思
い
ま
し
た
。

　
実
は
、清
凉
寺
で「
朗
読
の
夕
べ
」が
行

わ
れ
た
３
月
４
日
は
僕
の
誕
生
日
だ
っ
た

の
で
す
。そ
し
て「
西
郷
ど
ん
」で
、井
伊

直
弼
と
し
て
僕
が
登
場
す
る
回
も
３
月
４

日
で
す
。奇
し
き
縁
に
驚
か
さ
れ
る
こ
と

ば
か
り
で
す
。

真
鍋　
直
弼
さ
ん
の
誕
生
日
10
月
29
日
に

も
彦
根
に
お
い
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。大

型
台
風
が
彦
根
に
来
襲
し
た
日
で
し
た
。

佐
野　
井
伊
直
弼
を
演
じ
る
こ
と
が
決

ま
っ
て
、お
受
け
す
る
の
で
あ
れ
ば
、役
作

り
の
た
め
に
も
う
一
度
、彦
根
を
訪
れ
な

け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。た
ま
た
ま

名
古
屋
の
方
で
舞
台
が
あ
り
、翌
日
が
空

い
て
い
た
の
で
、彦
根
を
訪
ね
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。そ
う
し
た
ら
そ
の
日
が
直
弼

さ
ん
の
誕
生
日
だ
っ
た
の
で
す
。プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
で
し
た
が
、彦
根
の
皆
さ
ん
に
ご

案
内
い
た
だ
き
、非
常
に
貴
重
な
体
験
を

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

直
弼
公
が
過
ご
し
た
彦
根
の
空
気
感
に
触

れ
る
こ
と
が
で
き
、感
謝
の
言
葉
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。清
凉
寺
、天
寧
寺
、埋
木
舎
を

訪
れ
、井
伊
家
第
18
代
当
主
の
井
伊
直
岳

さ
ん
に
も
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
、お

話
を
聞
く
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。こ
の
日

の
こ
と
は「
西
郷
ど
ん
」の
公
式
サ
イ
ト

の「
井
伊
さ
ん
ぽ 

」に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
お

り
ま
す
の
で
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
実
は
、僕
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は「
橘
井

堂
」（
キ
ッ
セ
ヰ
ド
ウ
）と
い
い
ま
す
。佐

野
家
の
医
院
の
初
代
か
ら
の
屋
号
が「
橘

井
堂
」。「
橘
」は
井
伊
家
の
家
紋
で「
井
」

は
旗
印
で
す
。ま
た
栃
木
県
佐
野
市
は
、

彦
根
藩
の
飛
領
地
で
し
た
。近
江
と
出
雲

の
ご
縁
も
古
い
で
す
し
、下
野
の
佐
野
と

近
江
の
彦
根
、出
雲
の
地
の
関
係
に
も
想

い
を
馳
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

真
鍋　
直
弼
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
３
月
３

日
は
雪
が
降
っ
て
い
ま
し
た
。今
日
の
彦

根
も
大
雪
で
、今
も
降
り
積
も
っ
て
い
ま

す
。見
え
な
い
何
か…

…

、導
か
れ
て
い

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
。

佐
野　
否
応
な
く
桜
田
門
外
の
変
を
想
わ

ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

真
鍋　
「
西
郷
ど
ん
」は
ド
ラ
マ
と
し
て
薩

長
の
視
点
か
ら
捉
え
て
い
ま
す
か
ら
、直

弼
さ
ん
は
良
い
イ
メ
ー
ジ
に
は
描
か
れ
な

い
で
し
ょ
う
。佐
野
さ
ん
は
ど
ん
な
ふ
う

に
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
？

佐
野　
１
９
９
０
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ

マ「
翔
ぶ
が
如
く
」で
は
、僕
は
西
郷
隆
盛

の
友
人
の
有
村
俊
斎
を
演
じ
ま
し
た
。い

わ
ゆ
る
安
政
の
大
獄
が
始
ま
る
と
、俊
斎

ら
倒
幕
派
の
藩
士
た
ち
は
追
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。当
時
は
薩
長
史
観
に
疑
問

を
持
つ
こ
と
も
な
く
薩
摩
藩
士
を
無
我
夢

中
で
演
じ
て
い
ま
し
た
。俊
斎
の
弟
が
有

村
次
左
衛
門
。桜
田
門
外
の
変
で
直
弼
の

首
を
取
っ
た
人
物
で
す
。敵
対
す
る
両
方

の
役
ど
こ
ろ
を
演
じ
、何
と
も
複
雑
な
気

持
ち
で
す
。

　
２
０
１
２
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
土
曜
ド
ラ
マ
ス

ペ
シ
ャ
ル「
負
け
て
、勝
つ
〜
戦
後
を
創
っ

た
男・吉
田
茂
〜
」で
は
吉
田
茂
を
渡
辺
謙

さ
ん
が
、僕
は
広
田
弘
毅
を
演
じ
ま
し
た
。

広
田
は
、吉
田
の
説
得
を
受
け
て
首
相
に

就
任
し
た
人
物
で
、戦
後
、東
京
裁
判
で
裁

か
れ
、東
条
英
機
ら
と
と
も
に
文
官
と
し

て
唯
一
死
刑
判
決
を
受
け
て
し
ま
い
ま

す
。演
じ
て
い
て
も「
ど
う
し
て
死
刑
判
決

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
!?
」と

釈
然
と
し
な
い
死
を
迎
え
ま
す
が
、僕
は

そ
う
い
う
役
が
多
い
で
す
ね
。

　
今
回
も
島
津
斉
彬
を
渡
辺
謙
さ
ん
が
演

じ
、相
対
し
ま
す
し
、こ
こ
に
も
奇
し
き
縁

を
感
じ
ま
す
。

　
今
年
は
明
治
維
新
１
５
０
年
で
す
し
、

台
本
も
当
然
新
政
府
側
に
た
っ
た
も
の
に

な
っ
て
い
ま
す
。明
治
政
府
が
あ
っ
て
の

今
の
こ
の
国
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。歴
史
に「
た
ら
、れ
ば
」を
持
ち
出

し
て
も
仕
方
が
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、し
か
し
何
故
、今
の
よ
う
な
国
家
と

な
っ
た
の
か
を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
は

意
義
深
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。彦
根
の

皆
さ
ん
に
ご
覧
い
た
だ
い
て
、恥
ず
か
し

く
な
い
よ
う
な
直
弼
像
を
創
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
強
く
思
っ
て
い
ま
す
。直
弼

公
は
決
し
て
悪
役
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。彦

根
を
訪
れ
、そ
の
人
徳
の
深
さ
を
知
る
ほ

ど
に
感
銘
を
受
け
る
ば
か
り
で
す
。

　
僕
は
、登
場
し
た
だ
け
で
、だ
い
た
い
ど

の
ド
ラ
マ
も
犯
人
だ
と
判
っ
て
し
ま
う
く

ら
い
悪
役
が
多
い
で
す
が
、今
回
は
、そ
の

期
待
を
裏
切
り
た
い
と
い
う
思
い
で
い
ま

す
。デ
ィ
レ
ク
タ
ー
や
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

の
演
出
意
図
と
は
違
う
と
こ
ろ
が
出
て
く

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、よ
く
話
し
合
い
、

相
談
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、現
場
で

丁
寧
に
創
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。悪
役
と
し
て
引
き
受
け
、様
々
な
登
場

人
物
と
対
決
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
で

し
ょ
う
が
、彦
根
の
風
景
を
し
ょ
っ
て（
背

景
に
も
ち
）現
場
に
望
め
ば
、直
弼
公
の
信

念
を
裏
切
る
こ
と
の
な
い
よ
う
強
い
気
持

ち
で
立
ち
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ

て
い
ま
す
。

真
鍋　
佐
野
さ
ん
は
、ご
自
分
で
調
べ
ら

れ
歴
史
感
を
創
り
、演
技
を
考
え
ら
れ
る

「
論
」が
あ
っ
た
上
で
、頭
で
判
ら
せ
る
の

で
は
な
く
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
演
技
だ
と

思
う
の
で
す
。そ
し
て
、と
て
も
言
葉
を

大
切
に
し
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
よ
ね
。

佐
野　
最
初
に
お
話
し
ま
し
た
よ
う
に
、

子
ど
も
の
頃
、東
京
か
ら
松
江
に
引
っ
越

し
ま
し
た
が
、最
初
、出
雲
弁
と
い
う
も
の

が
ま
っ
た
く
判
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。す

ぐ
に
話
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
け
ど
。

大
人
に
な
っ
た
今
で
も
地
方
に
行
っ
た
と

き
な
ど
、特
に
沖
縄
、九
州
や
東
北
の
お
年

寄
り
の
方
言
な
ど
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
あ
る
瞬
間
、他
の
人
に
は
分

か
ら
な
く
て
も
判
る
言
葉
が
耳
に
飛
び
込

ん
で
く
る
ん
で
す
。出
雲
に
通
じ
る
古
い

音
が
各
地
に
残
っ
て
い
る
の
だ
な
と
感
覚

的
に
思
う
の
で
す
。学
術
的
に
証
明
で
き

る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、そ
う
い

う
音
が
あ
る
感
じ
が
し
ま
す
。単
語
だ
け

で
な
く
、息
づ
か
い
と
い
う
か
。古
い
記

憶
、共
通
因
子
み
た
い
な
も
の
が
断
片
的

に
飛
び
込
ん
で
く
る
よ
う
に
感
じ
る
ん
で

す
。ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
ル
ー
マ
ニ
ア
に

行
っ
た
と
き
な
ど
に
も
懐
か
し
い
、知
っ

て
い
る
、と
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

外
国
で
あ
れ
日
本
で
あ
れ
、目
に
見
え
な

く
て
も
同
じ
よ
う
な
、音
と
か
匂
い
と
か

気
配
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。

　
音
と
い
う
と
耳
に
聞
こ
え
て
く
る
聴
覚

を
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、空
気

の
流
れ
や
気
配
、匂
い
も
、ひ
っ
く
る
め
て

音
で
す
よ
ね
。お
香
も「
聞
く
」と
言
い
ま

す
よ
ね
。「
聞
香
」と
書
き
ま
す
し
。言
葉

の
意
味
は
伝
わ
ら
な
く
て
も
、た
た
ず
ま

い
や
所
作
、音
で
伝
わ
る
こ
と
が
大
切
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

真
鍋　
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で「
朗
読
の
夕
べ
」

の
公
演
を
さ
れ
た
と
き
、日
本
語
で
朗
読

さ
れ
る
の
に
、ど
の
会
場
で
も
拍
手
喝
采

で
高
い
評
価
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。さ
て
、

そ
う
い
う
今
の
佐
野
史
郎
と
い
う
人
物
は

ど
ん
な
ふ
う
に
培
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

佐
野　
僕
は
１
９
８
０
年
25
歳
の
と
き
、

唐
十
郎
主
宰
の
劇
団
状
況
劇
場
に
入
団
し

ま
し
た
。そ
れ
以
前
は
、二
十
歳
の
と
き

に
劇
団
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
・
シ
ア
タ
ー
の

創
立
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、渋
谷
の
小
劇
場

ジ
ァ
ン
ジ
ァ
ン
で
初
舞
台
を
踏
み
ま
し

た
。最
初
に
教
わ
っ
た
の
は
と
に
か
く
明

確
に
早
く
喋
る
こ
と
。シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

の
セ
リ
フ
は
膨
大
な
の
で
、ゆ
っ
く
り

喋
っ
て
い
た
ら
終
わ
ら
な
い
ん
で
す
。そ

の
後
に
内
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
大
切
に
し
ろ

と
言
わ
れ
ま
し
た
。自
分
の
気
持
ち
ば
か

り
を
主
張
し
て
も
駄
目
だ
ぞ
と…

…

。あ

の
王
が
憎
い
、友
達
が
嫉
ま
し
い
、お
姫
様

が
好
き
だ
、そ
う
い
う
身
体
の
状
態
と
い

う
の
で
し
ょ
う
か
。自
分
の
気
持
ち
を
押

し
つ
け
る
の
で
は
な
く
、登
場
人
物
が
ど

ん
な
状
態
で
い
た
の
か
想
像
力
を
働
か

せ
、そ
の
場
に
身
体
を
な
じ
ま
せ
て
、自
分

を
置
い
て
み
る
。そ
の
上
で
初
め
て
与
え

ら
れ
た
言
葉
を
発
す
る
。そ
ん
な
教
え
を

受
け
て
き
ま
し
た
。反
対
に
唐
さ
ん
は「
あ

ん
ま
り
ハ
キ
ハ
キ
喋
る
な
」と（
笑
）。そ

れ
で
も
共
通
し
て
学
ん
だ
の
は
、や
は
り

身
体
の
状
態
。何
十
年
た
っ
て
も
そ
の
教

え
は
大
き
い
な
あ
と
思
っ
て
い
ま
す
。今

回
、直
弼
を
演
じ
る
に
あ
た
っ
て
も
、戒
め

に
な
っ
て
い
ま
す
。

真
鍋　
歴
史
ド
ラ
マ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が

多
く
入
っ
て
い
ま
す
。佐
野
さ
ん
は
既
に
、

多
く
の
こ
と
を
考
え
て
お
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
が
、そ
の
一
端
を
ご
披
露
く
だ
さ
い
。

佐
野　
ど
の
よ
う
な
状
態
で
直
弼
公
が
い

ら
し
た
か
い
う
こ
と
を
感
じ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。た
と
え
実
際
に
起
こ
っ
て
い

た
こ
と
と
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
、直
弼

公
が
悪
役
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
な
ら

ば
、そ
れ
で
も
真
実
を
裏
切
る
こ
と
な
く

ド
ラ
マ
に
沿
っ
て
直
弼
像
を
作
り
あ
げ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
直
弼
は
井
伊
直
中
の
14
男
と
し
て
生
ま

れ
て
、若
い
頃
は
立
身
出
世
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
だ
ろ

う
し
、大
老
職
を
務
め
た
の
は
45
年
の
生

涯
の
中
で
約
２
年
ぐ
ら
い
で
す
。そ
も
そ

も
32
歳
の
時
に
世
継
ぎ
に
な
っ
て
、36
歳

で
藩
主
、そ
れ
以
前
の
青
春
時
代
は
埋
木

舎
で
暮
ら
し
て
い
た
時
代
で
、茶
の
湯
、

能
、狂
言
、和
歌
、居
合
、禅
を
極
め
て
い
く

わ
け
で
す
が
、上
昇
志
向
が
特
に
強
か
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、ひ
と
時
は
仏
門
に
入

ろ
う
と
し
た
ほ
ど
で
す
し
、心
穏
や
か
に

心
身
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
人
が
、果

た
し
て
有
事
に
慌
て
ふ
た
め
く
だ
ろ
う
か

…
…

。そ
ん
な
人
で
さ
え
慌
て
ふ
た
め
く

事
件
が
幕
末
に
起
き
た
の
だ
ろ
う
と
は
想

像
し
ま
す
が
、そ
れ
に
し
て
も
一
喜
一
憂

し
た
り
す
る
人
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
う
す
る
と
、書
か
れ
て
あ
る
憎
々
し

げ
な
セ
リ
フ
や
ト
書
き
と
実
際
に
僕
が
感

じ
る
直
弼
像
と
の
間
に
ズ
レ
が
生
じ
ま

す
。直
弼
は
安
政
の
大
獄
と
い
う
悪
政
を

行
っ
た
暴
君
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多

い
で
す
が
、果
た
し
て
本
当
に
そ
う
な
の

か
？
慎
重
に
慎
重
を
期
し
た
上
で
、他
に

方
法
な
し
と
英
断
し
た
の
で
は
な
い
か
？

歴
史
が
勝
者
の
側
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
僕

は
釈
然
と
し
な
い
。国
譲
り
の
出
雲
だ
か

ら
で
す
か
ね
？（
笑
）台
本
に
書
か
れ
て

あ
る
こ
と
と
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
直

弼
像
と
の
間
の
矛
盾
を
ど
う
両
立
さ
せ
る

か
を
よ
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。し

か
も
演
じ
る
上
で
、暴
君
と
し
て
残
さ
れ

た
勝
者
側
の
歴
史
の
事
実
は
伝
え
な
が
ら

も
、そ
れ
に
相
反
す
る
こ
と
を
分
か
ら
せ

よ
う
と
い
う
心
情
説
明
に
な
ら
な
い
よ
う

演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
ん
な
こ
と

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、そ

れ
く
ら
い
、こ
れ
ま
で
の
俳
優
人
生
の
な

か
で
も
、求
め
ら
れ
る
ハ
ー
ド
ル
の
高
さ

を
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。

　
僕
は
迷
っ
た
時
に
は
能
の
教
え
を
手
本

に
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、そ
ん
な
、

そ
こ
に
居
る
だ
け
で
伝
わ
る
よ
う
な
身
体

の
状
態
を
探
ら
な
け
れ
ば
と
突
き
つ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。　

佐
野
史
郎
さ
ん　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
で
は
２
年

連
続
井
伊
家
が
取
り
上
げ
ら
れ
、時
代
も

戦
国
か
ら
幕
末
へ
と
飛
び
、さ
ら
に
ヒ
ー

ロ
ー
か
ら
憎
ま
れ
役
へ
と
、ギ
ャ
ッ
プ
も

大
き
い
で
す
よ
ね
。菅
田
将
暉
さ
ん
か
ら

佐
野
史
郎
へ
と
い
う
ル
ッ
ク
ス
の
上
で
の

ギ
ャ
ッ
プ
も
あ
り
ま
す
が（
笑
）、「
西
郷
ど

ん
」、楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。井
伊
家
の
こ
と
や
彦
根
に
つ
い
て
教

え
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
？

井
伊
直
岳
さ
ん　
井
伊
直
政
は
佐
和
山
城

に
入
り
彦
根
城
を
見
ず
に
亡
く
な
り
ま

す
。井
伊
家
は
彦
根
を
拠
点
に
、江
戸
時

代
約
２
６
０
年
間
、譜
代
大
名
筆
頭
と
し

て
藩
を
治
め
て
き
ま
し
た
。

　
直
弼
の
死
後
も
幕
府
内
部
で
の
地
位
を

保
っ
て
い
た
彦
根
藩
で
し
た
が
、文
久
２

年（
１
８
６
２
）直
弼
と
対
立
し
て
い
た

一
橋
派
に
実
権
が
渡
り
、彦
根
藩
の
立
場

も
暗
転
し
ま
す
。京
都
守
護
の
役
割
を
外

さ
れ
た
う
え
に
、藩
領
30
万
石
の
う
ち
10

万
石
を
上
知（
知
行
地
を
没
収
す
る
こ
と
）

さ
れ
る
と
い
う
、厳
し
い
処
分
が
科
さ
れ

ま
し
た
。直
弼
の
と
っ
た
政
策
が
天
皇
の

心
を
悩
ま
せ
た
と
い
う
の
が
理
由
で
し

た
。こ
の
と
き
、彦
根
藩
領
で
な
く
な
る

と
考
え
た
農
民
が
彦
根
城
下
に
訴
え
出
る

と
い
う
反
対
行
動
を
起
こ
し
ま
す
。彦
根

藩
の
領
民
で
い
た
い
と
願
っ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。

　
ま
た
、明
治
に
な
っ
て
彦
根
城
開
城
三

百
年
紀
念
祭
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。当
初

は
彦
根
町
の
み
の
催
し
と
し
て
計
画
さ
れ

ま
し
た
が
、最
終
的
に
は
江
戸
時
代
に
彦

根
藩
領
だ
っ
た
近
江
７
郡
の
祝
祭
と
な
り

ま
し
た
。

佐
野　
彦
根
藩
の
治
政
は
良
く
、住
ん
で

い
る
人
々
の
帰
属
意
識
が
強
か
っ
た
と
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

井
伊　
先
の
大
戦
時
に
は
、愛
国
心
や
愛

郷
心
の
喚
起
が
強
く
主
張
さ
れ
ま
し
た
。

彦
根
市
で
は
、こ
の
点
に
つ
い
て
井
伊
直

弼
や
彦
根
城
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
動
き

が
あ
り
ま
し
た
。

対
談　
佐
野
史
郎
氏×

 

井
伊
直
岳
氏

佐
野　
戦
意
昂
揚
の
た
め
に
直
弼
公
を
と

い
う
の
は
、ど
う
し
て
も
矛
盾
し
た
考
え

の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。尊
王
攘
夷
の
新

政
府
を
築
い
た
人
物
で
は
な
く
、幕
藩
体

制
を
守
ろ
う
と
し
た
人
物
を
、鬼
畜
米
英

の
魂
と
し
て
利
用
す
る
と
い
う
の
が
釈
然

と
し
ま
せ
ん
。

井
伊　
当
時
の
教
科
書
で
は
直
弼
は
悪
者

扱
い
で
す
が
、地
元
の
小
学
校
で
は
直
弼

の
銅
像
を
造
り
飾
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。人
の
気
持
ち
を
一
つ
に
ま
と

め
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
の
で

し
ょ
う
。彦
根
城
も
１
９
４
４
年
に
彦
根

市
へ
寄
付
さ
れ
ま
し
た
。

佐
野　
松
江
の
幕
末
史
は
よ
く
分
か
ら
な

い
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、独
立
し
よ
う

と
し
て
い
た
隠
岐
の
島
を
新
政
府
は
、松

江
藩
の
管
轄
と
す
る
の
か
天
朝
領
で
あ
る

の
か
曖
昧
に
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
た
め

譜
代
大
名
の
松
江
藩
は
国
内
で
最
後
ま

で
、新
政
府
に
順
ず
る
の
か
幕
府
と
し
て

貫
く
の
か
を
慶
応
４
年（
１
８
６
８
）に

な
っ
て
も
決
め
ら
れ
な
い
で
い
た
よ
う
で

す
。彦
根
は
直
弼
公
の
こ
と
や
、井
伊
家

の
歴
史
を
脈
々
と
広
く
伝
え
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
な
と
感
じ
ま
す
。

井
伊　
彦
根
の
人
々
に
は
幕
末
か
ら
今
日

ま
で
、ず
っ
と
直
弼
の
汚
名
を
そ
そ
ぎ
た

い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。彦
根
藩
は

譜
代
筆
頭
の
た
め
最
後
ま
で
旧
幕
府
側
で

戦
っ
た
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
。し
か
し
戊

辰
戦
争
で
は
新
政
府
側
に
つ
い
て
活
躍

し
、二
万
石
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

佐
野　
亡
く
な
ら
れ
た
直
弼
公
の
お
声
を

役
柄
を
通
し
て
お
伝
え
で
き
な
い
か
と
い

う
想
い
な
の
で
す
が
、大
老
が
殺
さ
れ
て
、

そ
の
後
立
ち
上
が
っ
た
新
政
府
か
ら
す
れ

ば
確
か
に
逆
賊
で
す
よ
ね
。そ
の
汚
名
を

晴
ら
す
た
め
に
、新
政
府
に
尽
力
す
る
と
い

う
の
は
よ
く
判
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。

井
伊　
井
伊
直
弼
も
石
田
三
成
も
そ
の
最

期
は
悲
劇
的
で
し
た
が
、郷
土
の
人
々
に

と
っ
て
は
偉
人
で
す
。

佐
野　
石
田
三
成
の
前
の
佐
和
山
城
主
は

堀
尾
吉
晴
で
、国
宝
・
松
江
城
を
築
城
し

た
人
物
で
す
。実
は
、そ
の
堀
尾
吉
晴
役

も
昨
年
ド
ラ
マ
で
演
じ
て
い
る
の
で
す

よ
。そ
れ
に
し
て
も
、彦
根
と
松
江
は
よ

く
似
て
い
ま
す
。城
下
町
で
あ
る
と
こ
ろ

は
も
ち
ろ
ん
、琵
琶
湖
と
宍
道
湖
、茶
の
湯

は
石
州
流
と
不
昧
流
、国
造
り
を
思
う
気

持
ち
、幕
府
へ
の
想
い
、敗
者
へ
寄
せ
る
愛

情…
…

。「
西
郷
ど
ん
」で
の
直
弼
役
、薩
長

史
観
に
と
ら
わ
れ
な
い
実
相
の
一
端
で
も

感
じ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
な
ら
と

願
っ
て
い
ま
す
。
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直
興
が
仏
教
に
帰
依
し
た
理
由

60
年
に
一
度
の
ご
開
帳
・宇
賀
神

長
寿
院
大
洞
弁
財
天

彦
根
市
古
沢
町
１
１
３
９

ｔ
ｅ
ｌ
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▶朝靄に浮かぶ彦根城（撮影 : 岡田健三住職）

　
彦
根
市
は
彦
根
城
の
世
界
遺
産
登
録
に

向
け
て
、「
平
成
31
年（
２
０
１
９
）ま
で
に

文
化
庁
へ
推
薦
書
原
案
を
提
出
」・「
平
成

33
年（
２
０
２
１
）ま
で
に
推
薦
」・「
平
成

36
年（
２
０
２
４
）ま
で
に
世
界
遺
産
登

録
」と
い
う
目
標
年
次
を
公
表
し
て
い
る
。

「Treasure H
unting O

H
M
I 

」は
、旧
彦

根
藩
領
に
存
在
す
る
宝
も
の（
歴
史
遺
産
）

に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
る
こ
と
で
彦
根
城
世

界
遺
産
登
録
を
少
し
で
も
盛
り
上
げ
た
い

と
考
え
て
い
る
。

　
其
の
二
は
彦
根
城
の
北
東
、表
鬼
門
の
方

角
約
１
・
５
キ
ロ
。佐
和
山
か
ら
連
な
る
大

洞
山（
２
１
１
メ
ー
ト
ル
）の
中
腹
に
あ
る

大
洞
弁
財
天
堂
。イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
は
和

田
一
繁
さ
ん
で
あ
る
。

　
和
田
一
繁
さ
ん　
「
彦
根
を
映
画
で
盛
り
上

げ
る
会
」で
は
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。「
僕

は
友
達
が
少
な
い
」（
２
０
１
４
）と
い
う

映
画
で
、夏
祭
り
の
シ
ー
ン
で
し
た
。瀬
戸

康
史
さ
ん
と
北
乃
き
い
さ
ん
の
お
二
人
が

腰
を
降
ろ
し
て
話
を
し
て
い
る
場
面
が
弁

財
天
堂
な
ん
で
す
よ
ね
。昨
年
の
映
画

「
関
ヶ
原
」（
２
０
１
７
）で
も
ロ
ケ
が
行
わ

れ
る
予
定
で
し
た
が
、天
候
が
悪
く
実
現
し

ま
せ
ん
で
し
た
。

岡
田
健
三
住
職　
「
僕
は
友
達
が
少
な
い
」

で
は
一
夜
限
り
の
縁
日
で
し
た
ね
。楼
門

へ
続
く
表
参
道
の
石
段
に
も
提
灯
の
明
か

り
が
ず
ら
り
と
灯
っ
て
、弁
財
天
堂
を
ご
存

知
の
方
は
驚
か
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

和
田　
江
戸
時
代
は
山
裾
ま
で
内
湖
が

迫
っ
て
、藩
主
は
船
で
参
詣
し
て
い
た
と
聞

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。石
段
を
登
り
、振

り
返
る
と
、楼
門
を
フ
レ
ー
ム
に
、美
し
い

金
亀
山
が
見
え
ま
す
。天
候
や
移
り
ゆ
く

時
間
と
共
に
変
化
す
る
天
守
の
眺
め
は
画

集
を
め
く
る
よ
う
だ
と
…
…
。高
校
生
の
頃
、

よ
く
ラ
グ
ビ
ー
部
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
こ

の
石
段
を
登
っ
て
い
ま
し
た
が
、風
景
を
眺

め
る
余
裕
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

岡
田　
「
額
縁
の
彦
根
城
」と
言
っ
て
愛
で

る
人
も
多
く
お
ら
れ
ま
す
。麓
の
鳥
居
が

あ
る
辺
り
が
船
着
き
場
で
、石
組
み
が
当
時

の
ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
。大
切
に
守
っ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
大
洞
弁
財
天
は
井
伊
家
第
４
代
当
主
直

興
の
発
願
で
す
。棟
札
で
み
ま
す
と
、元
禄

8
年（
1
6
9
5
）か
ら
翌
年
の
9
年
に
か

け
て
伽
藍
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。京
都
・
大

坂
な
ど
上
方
を
中
心
に
元
禄
文
化
が
華
開

い
た
頃
で
す
。

和
田　
元
禄
時
代
は
江
戸
幕
府
5
代
将
軍

徳
川
綱
吉
の
頃
で
天
下
泰
平
の
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
ま
す
。直
興
は
直
孝
か
ら
井
伊
家

の
跡
継
ぎ
に
指
名
さ
れ
、生
ま
れ
な
が
ら
に

し
て
井
伊
家
を
継
ぐ
者
と
し
て
育
っ
た
人

で
す
。直
興
は
何
故
、弁
財
天
堂
を
建
て
た

の
で
し
ょ
う
。御
殿
医
が
弁
天
様
を
信
仰

し
た
ら
直
興
の
病
が
治
っ
た
か
ら
と
か
、城

が
攻
め
ら
れ
た
と
き
、内
湖
を
渡
り
大
洞
で

態
勢
を
整
え
る
た
め
、或
い
は
、中
山
道
と

繫
が
る
城
下
へ
の
道
を
監
視
す
る
た
め
な

ど
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
…
…
。

岡
田　

 

直
興
は
、延
宝
４
年（
１
６
７
６
）、

21
歳
で
井
伊
家
当
主
に
な
り
ま
す
。彦
根

藩
の
行
政
組
織
や
基
本
的
な
制
度
が
整
い
、

下
屋
敷
の
槻
御
殿（
玄
宮
楽
々
園
）は
、直

興
の
藩
主
就
任
直
後
の
造
営
で
す
。

和
田　
平
和
な
時
代
に
、ま
ち
づ
く
り
に
着

手
し
、ソ
フ
ト
と
ハ
ー
ド
を
整
備
し
て
い
っ

た
と
い
う
感
じ
で
す
よ
ね
。

岡
田　

 

元
禄
元
年（
１
６
８
８
）、直
興
は

綱
吉
か
ら
日
光
東
照
宮
修
復
普
請
の
惣
奉

行
を
命
じ
ら
れ
三
度
に
わ
た
り
日
光
に
滞

在
し
て
、工
事
を
指
揮
し
た
よ
う
で
す
。弁

財
天
堂
は
、日
光
東
照
宮
を
修
造
し
た
甲
良

大
工
を
使
っ
て
建
て
ら
れ
た
と
伝
わ
り
、権

現
造
り
の
本
堂
は「
彦
根
日
光
」と
も
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。な
ん
ら
か
の「
お
ぼ
し
め
し

き
こ
と
が
ら
に
よ
り
て
」建
て
ら
れ
た
の

で
し
ょ
う
。は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
判
り

ま
せ
ん
。

　
弁
財
天
堂
の
建
立
に
際
し
て
は
、領
内
の

藩
士
・
庶
民
か
ら
ひ
と
り
一
文
ず
つ
の
寄

進
を
受
け
て
い
ま
す
。寄
進
者
25
万
９
５

２
６
人
、銭
２
７
０
貫
余
り
が
寄
せ
ら
れ
、

寄
進
し
た
す
べ
て
の
人
々
の
名
を
記
録
し

た
大
洞
弁
財
天
祠
堂
金
寄
進
帳（
全
68
冊
・

重
要
文
化
財
）が
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
と

し
て
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、全
国
の
霊

仏
霊
場
の
土
や
砂
を
集
め
て
踏
み
石
の
下

に
埋
め
て
い
ま
す
。こ
こ
に
参
詣
す
れ
ば

百
所
に
詣
で
た
功
徳
が
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
る
の
で
す
。領
民
全
て
が
寄
進
し「
結
縁
」

す
る
こ
と
で
、弁
天
様
の
ご
加
護
が
あ
る
よ

う
に
と
直
興
の
強
い
念
い
が
感
じ
ら
れ
ま

す
。大
洞
に
は
領
民
誰
で
も
参
詣
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

和
田　
直
興
は
、戦
国
時
代
に
彦
根
藩
領
周

辺
を
治
め
て
い
た
古
城
主
や
大
坂
の
陣
の

戦
没
者
の
名
札
を
掲
げ
て
供
養
し
て
い
ま

す
よ
ね
。歴
女
に
人
気
の
石
田
三
成
の
名

札
も
あ
り
ま
す
。

岡
田　
彦
根
藩
の
繁
栄
の
礎
と
な
っ
た
先

人
を
、領
民
と
共
に
供
養
す
る
と
い
う
の
は
、

他
に
は
見
ら
れ
な
い
直
興
独
特
の
や
り
方

だ
と
思
い
ま
す
。

和
田　
造
営
や
改
修
は
公
共
事
業
に
よ
る

経
済
の
活
性
化
、領
内
の
藩
士
・
庶
民
か
ら

ひ
と
り
一
文
ず
つ
の
寄
進
は
、領
民
基
本
台

帳
の
整
備
と
い
う
、直
興
の
戦
略
の
よ
う
な

も
の
を
感
じ
ま
す
ね
。

和
田　
実
は
、甲
良
大
工
に
は
注
目
し
て
い
る

の
で
す
。甲
良
宗
廣
に
始
ま
り
、明
治
維
新
に

至
る
ま
で
11
代
に
わ
た
って
幕
府
建
築
の
主

要
な
作
品
を
担
当
し
た
の
が
甲
良
大
工
の一

派
で
し
た
。宗
廣
は
犬
上
郡
甲
良
庄
法
養
寺

村
生
ま
れ
な
ん
で
す
よ
ね
。日
光
東
照
宮
の

社
殿
は
寛
永
13
年（
1
6
3
6
）に
完
成
し

（
寛
永
の
大
造
替
）、宗
廣
は
大
棟
梁
を
務
め

て
い
ま
す
。

岡
田　
宗
廣
は
、慶
長
9
年（
1
6
0
4
）、

江
戸
に
下
り
、徳
川
家
康
・
秀
忠
・
家
光
に

重
用
さ
れ
た
人
物
で
す
。芝
増
上
寺
三
門
、

鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
、増
上
寺
台
徳
院
霊
廟
、

寛
永
寺
五
重
塔
な
ど
を
手
が
け
て
い
ま
す
。

和
田　
直
興
は
、日
光
東
照
宮
を
見
て
心
底

感
動
し
た
の
で
し
ょ
う
、わ
ざ
わ
ざ
甲
良
大

工
を
使
っ
て
建
て
た
。領
民
に
も
見
せ
た

か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、徳
川

家
康
は
東
照
大
権
現
と
い
い
ま
す
が
、権
現

造
り
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
に
由
来
す
る
の

で
し
ょ
う
か
。

岡
田　
権
現
造
り
と
い
う
の
は
、本
殿
と
拝

殿
を
一
体
化
し
、そ
の
間
に
一
段
低
い「
石
の

間（
相
の
間
）」を
設
け
る
様
式
で
す
。東
照
大

権
現（
徳
川
家
康
の
神
号
）の
名
を
と
っ
て
権

現
造
り
と
い
い
ま
す
。彩
色
と
彫
物
を
豊
富

に
用
い
た
日
光
東
照
宮
は
宗
廣
の
代
表
作

で
、以
後
の
神
社
建
築
の
デ
ザ
イ
ン
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
と
い
い
ま
す
。弁
財
天

堂
も
、漆
塗
り
や
彩
色
の
名
残
を
留
め
、内

外
に
素
晴
ら
し
い
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
ま

す
。残
念
な
こ
と
は
昭
和
に
な
っ
て
、堂
内

で
護
摩
祈
祷
を
し
た
時
代
が
あ
っ
た
ら
し

く
煤
が
こ
び
り
付
い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。弁
天
様
は
彩
色
も
美
し
い
八
臂

（
は
っ
ぴ
）座
像
、両
脇
に
一
五
童
子
、四
天

王
を
従
え
た
凛
々
し
い
お
姿
で
す
。

和
田　
実
際
に
見
せ
て
い
た
だ
い
て
驚
き
、

感
動
し
ま
し
た
。荘
厳
で
美
し
い
堂
内
、ほ

ん
と
う
に
宝
物
で
す
ね
。修
復
は
で
き
な

い
の
で
す
か
?

岡
田　
煤
を
と
る
と
き
に
彩
色
も
剥
が
れ

て
し
ま
う
そ
う
で
す
。修
復
復
元
の
技
術

の
進
歩
を
待
つ
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

和
田　
直
興
が
仏
教
に
深
く
帰
依
し
た
理

由
は
何
処
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

岡
田　
直
興
に
は
た
く
さ
ん
の
お
子
が
お

ら
れ
ま
し
た
が
、ほ
と
ん
ど
が
夭
折
さ
れ
て

い
ま
す
。ま
た
ご
自
身
も
体
が
丈
夫
で
は

な
か
っ
た
よ
う
で
す
。こ
う
し
た
境
遇
が
、

永
源
寺
86
世
住
持
・
南
嶺
慧
詢（
な
ん
れ
い

え
じ
ゅ
ん
）と
の
親
交
を
深
め
、仏
教
に
深

く
帰
依
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。

和
田　
確
か
に
直
興
は
直
通
に
家
督
を
譲

り
、名
を
直
治
と
し
隠
居
し
ま
す
が
、直
通

は
22
歳
で
早
世
し
ま
す
。直
恒
が
後
を
継

ぎ
ま
す
が
そ
の
年
に
亡
く
な
り
ま
す
。直

治（
直
興
）は
名
を
直
該（
な
お
も
り
）と

改
め
て
、再
び
藩
主
と
な
っ
て
い
ま
す
。

家
督
を
譲
っ
た
息
子
が
次
々
に
亡
く
な
り
、

大
老
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
あ
り
、僕

ら
の
想
像
を
絶
す
る
辛
い
人
生
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

岡
田　
大
洞
弁
財
天
の
正
式
名
称
は「
真
言

宗
醍
醐
派
長
寿
院
」で
す
。直
興
の
院
号「
長

寿
院
」に
由
来
し
て
い
ま
す
。永
源
寺
を
み

ず
か
ら
の
墓
所
と
定
め
た
の
も
、南
嶺
と
の

親
交
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。井
伊
家
歴

代
の
中
で
直
興
の
み
が
他
の
歴
代
と
は
異

な
る
場
所
に
墓
所
を
築
き
ま
し
た
。そ
の

た
め
、そ
の
後
の
歴
代
当
主
は
、帰
国
の
た

び
に
一
昼
夜
を
か
け
て
永
源
寺
ま
で
参
詣

に
向
か
う
の
を
例
と
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

和
田　
表
参
道
の
鳥
居
を
二
つ
く
ぐ
っ
て

楼
門
が
あ
り
弁
財
天
堂
が
あ
り
ま
す
が
、

お
寺
な
の
に
鳥
居
っ
て
不
思
議
な
風
景
で

す
。

岡
田　
神
仏
混
合
時
代
の
様
式
が
そ
の
ま

ま
残
っ
て
い
ま
す
。弁
財
天
の
後
に
は
、天

照
大
神
、八
幡
、春
日
の
三
神
を
安
置
し
て

い
ま
す
し
、奥
の
院
に
は
鳥
居
が
あ
り
宇
賀

神
を
祀
っ
て
い
ま
す
。直
興
の
頃
と
何
ら

変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。宇
賀
神
、弁
財
天
、

彦
根
城
は
一
直
線
上
に
あ
り
ま
す
ね
。

和
田　
宇
賀
神
と
は
？

岡
田　
頭
の
上
に
お
爺
さ
ん
の
顔
を
し
た

白
蛇
を
乗
せ
た
弁
財
天
が
お
ら
れ
ま
す
ね
。

美
し
い
女
性
の
顔
の
白
蛇
の
姿
を
し
て
お

ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
を
宇
賀

弁
財
天
と
い
い
ま
す
。

和
田　
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。あ
れ
が

宇
賀
神
な
ん
で
す
ね
。

岡
田　
大
洞
の
弁
財
天
は
、弘
法
大
師
の
作
、

世
田
谷
の
光
明
寺
の
弁
財
天
を
貰
い
受
け

安
置
し
た
と
伝
わ
り
ま
す
。宇
賀
弁
財
天

が
登
場
す
る
の
は
中
世
で
す
か
ら
、八
臂
の

弁
財
天
は
古
い
時
代
の
お
姿
で
す
。直
興

は
奥
の
院
を
創
り
異
形
神
を
祀
る
こ
と
で

宇
賀
神
の
御
神
徳
も
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。大
洞
の

弁
財
天
の
宇
賀
神
は
、60
年
に
1
度
の
ご
開

帳
で
す
。平
成
元
年
に
ご
開
帳
を
し
ま
し
た
。

多
分
、次
の
巳
年
が
建
立
2
5
0
年
く
ら
い

に
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
、開
帳
を
考
え
て

も
い
ま
す
。

和
田　
30
年
後
と
い
う
の
は
自
信
が
あ
り

ま
せ
ん
。勝
手
な
こ
と
を
い
い
ま
す
が
、新

元
号
に
な
る
時
に
是
非
、開
帳
し
て
く
だ
さ

い
。直
興
の
宇
賀
神
を
是
非
、拝
ん
で
み
た

い
と
思
い
ま
す
。よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

岡
田　
大
洞
弁
財
天
に
は「
ま
め
ふ
く
」と

い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。熱
心
な
信

者
さ
ん
が
毎
日
お
参
り
を
し
て
願
を
か
け

て
い
た
ん
で
す
ね
。そ
う
す
る
と
表
参
道

の
階
段
で「
ま
め
ふ
く
、ま
め
ふ
く
」と
い

う
声
が
聞
こ
え
た
と
い
う
の
で
す
。「
ま
め

に
参
れ
ば
福
が
来
る
」と
い
う
こ
と
で
す
。

特
別
な
と
き
だ
け
で
な
く
お
参
り
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

和
田　
鉄
砲
塔
の
話
や
甲
冑
大
黒
天
の
話

も
詳
し
く
お
聞
き
し
た
か
っ
た
の
で
す
が

次
の
機
会
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。歴
史

の
話
を
し
て
い
る
と
直
ぐ
に
時
間
が
経
っ

て
し
ま
い
ま
す
。本
日
は
ど
う
も
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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R E P O R T &  I N F O R M A T I O N
R&I

小
江
戸
ひ
こ
ね
町
屋
活
用
コ
ン
ソ
ー
シ

ア
ム
事
務
局
会
議

１
月
17
日　
旧
朱
子
学
研
究
所
に
て
開
催

近
江
ツ
ー
リ
ズ
ム
ボ
ー
ド  

企
画
委
員
会

１
月
19
日　
当
所
に
て
開
催

彦
根
プ
レ
ミ
ア
ム
書
道
塾

「
ひ
こ
ね
継
未
塾
」

１
月
20
日　
当
所
に
て
開
催

小
売
商
業
部
会
、観
光
・
サ
ー
ビ
ス
部
会

合
同
視
察
研
修
会

１
月
22
〜
23
日　
兵
庫
県
に
て
開
催

彦
根
異
業
種
交
流
研
究
会  

新
年
会

１
月
22
日　
や
す
井
に
て
開
催

会
員
交
流
フ
ェ
ア  

新
春
特
別
講
演
会
、

会
員
交
流
懇
親
会

１
月
26
日　
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル
に
て
開
催

会
議
・
行
事 

開
催
報
告

不易流行 8

新年例会の開催  ―不動産部会―

まちづくり・集客戦略について研修
 ―小売商業部会、観光・サービス部会 合同視察研修会―

第
８
回
会
員
交
流
フ
ェ
ア
を
盛
大
に
開
催

　
去
る
１
月
26
日
、彦
根
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル
に

お
い
て
第
８
回
会
員
交
流
フ
ェ
ア「M

EET 
The M

em
bers

」を
、当
所
会
員
ら
総
勢

２
５
０
人
が
参
加
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
第
１
部
新
春
特
別
講
演
会
で
は
、冒
頭

に
主
催
者
を
代
表
し
て
小
出
会
頭
の
挨
拶

の
あ
と
、俳
優
で
現
在
放
送
中
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ

大
河
ド
ラ
マ「
西
郷
ど
ん
」で
井
伊
直
弼

役
を
演
じ
ら
れ
る
佐
野
史
郎
氏
か
ら「
井

伊
直
弼
に
導
か
れ
て
」と
題
し
、前
半
は
小

泉
八
雲
の
末
裔
や
佐
野
氏
と
の
親
交
が
あ

る
真
鍋
晶
子
氏（
滋
賀
大
学
経
済
学
部
教

授
）が
進
行
役
と
し
て
、映
画
や
ド
ラ
マ
で

の
話
題
を
中
心
に
佐
野
氏
が
ご
講
演
、後

半
は
井
伊
家
18
代
当
主
の
井
伊
直
岳
氏
と

井
伊
家
の
歴
史
な
ど
に
つ
い
て
対
談
形
式

で
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
引
き
続
き
開
催
さ
れ
た
第
２
部
の
会
員

交
流
懇
親
会
で
は
、市
内
外
か
ら
多
く
の

ご
来
賓
も
駆
け
つ
け
て
い
た
だ
き
盛
大
に

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
毎
年
大
好
評
の「
ひ
こ
ね
グ
ル
メ
メ
ッ
セ
」

で
は
、近
江
牛
ス
テ
ー
キ
や
握
り
寿
司
、天

麩
羅
な
ど
豪
華
な
食
材
を
使
っ
た
各
ブ
ー

ス
に
長
い
列
が
で
き
て
い
ま
し
た
。

　
続
く
事
業
所
Ｐ
Ｒ
タ
イ
ム
で
は
、各
社

の
事
業
内
容
や
イ
ベ
ン
ト
開
催
告
知
な

ど
、大
い
に
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
約
２
時
間
の
交
流
会
は
あ
っ
と
い
う
間

に
終
宴
と
な
り
、木
村
副
会
頭
か
ら
挨
拶

で
結
び
と
な
り
ま
し
た
。

繊
維
工
業
部
会  

総
会

１
月
30
日　
当
所
に
て
開
催

古
式
銃
研
究
会  

新
年
会

１
月
30
日　
心
華
房
に
て
開
催

彦
根
ヒ
ス
ト
リ
ア
講
座

１
月
30
日
、２
月
５
日　
当
所
に
て
開
催

商
売
繁
盛
セ
ミ
ナ
ー

２
月
２
日
、14
日　
当
所
に
て
開
催

不
動
産
部
会  

新
年
会

２
月
２
日　
や
す
井
に
て
開
催

近
江
ツ
ー
リ
ズ
ム
ボ
ー
ド 

広
報
委
員
会

２
月
７
日　
当
所
に
て
開
催

彦
根
異
業
種
交
流
研
究
会 

小
江
戸
ひ
こ

ね
町
屋
活
用
委
員
会

２
月
７
日　
当
所
に
て
開
催

建
設
業
部
会  

視
察
研
修
会

２
月
８
日　
兵
庫
県
に
て
開
催

彦
根
地
区
雇
用
対
策
協
議
会  

雇
用
管
理

研
修
会

２
月
８
日　
当
所
に
て
開
催

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
入
門
・
活

用
セ
ミ
ナ
ー

２
月
９
日　
当
所
に
て
開
催

近
江
ツ
ー
リ
ズ
ム
ボ
ー
ド 

総
務
委
員
会

２
月
９
日　
当
所
に
て
開
催

珠
算
・
暗
算
・
段
位
認
定
検
定
試
験

２
月
11
日　
当
所
に
て
開
催

美
食
料
理
セ
ミ
ナ
ー

２
月
14
日　
彦
根
総
合
高
校
に
て
開
催

　小売商業部会（安居秀泰部
会長）と観光・サービス部会（片
岡哲司部会長）は、１月22・23
日に16名参加のもと、兵庫県美
方郡・豊岡方面にて合同視察
研修会を開催しました。

　一日目は、宿泊先の湯村温泉
「朝野家」にて朝野泰昌社長よ
り、まちづくりや集客戦略、自社
サービスについてお話しいただ
きました。城崎温泉など周辺の
観光地には無い湯村温泉独自

の強みを生かした「半径４００
メートルのまち創り」に取り組ま
れており、街全体をテーマパーク
と見なす「温泉街ディズニーラ
ンド化計画」や、自社の旅館で
「華道・香道・茶道」の三道をお
もてなしに取り入れていることを
話されました。講演後、朝野社
長に温泉街をご案内いただき、
豊富に湧き出る高温の源泉を
活用した様 な々集客の仕掛けを
見学することができました。
　二日目は、豊岡市の宵田商店
街（通称カバンストリート）を視
察しました。地場産業のカバン
を中心としたまちおこしを若手経

営者らが推進されているとの説
明を伺い、参加者からは質問が
相次ぎました。
　続いて、古民家や近代化遺
産の建物を活用した地域活性
化事業に取り組まれているバ
リューマネジメント㈱が運営する
「オーベルジュ豊岡１９２５」と「篠
山城下町ホテルＮＩＰＰＯＮＩＡ」
を見学。江戸時代の古民家や、
大正時代に銀行・市役所として
使われていた建物の歴史性を
尊重しながら、商業施設や宿泊
施設として活用されている建物
を案内していただきました。

部会長に美成産業（株）の宮脇國雄氏
２号議員に（株）ユニックスを選任
　　　　　　　　 ―繊維工業部会―
　繊維工業部会は１月30日に
当所にて木村副会頭、志賀谷
専務理事、部会員20名（委任
状を含む）が出席して総会を開
催しました。
　柴田副部会長と木村副会頭
より挨拶の後、柴田副部会長
が議長に就任し、協議に入りま
した。森田一夫部会長が平成
29年12月15日付で辞任され
たことに伴う後任部会長の選
任について、美成産業㈱宮脇
國雄氏が選任され、満場一致

で承認されました。
　続いて、タカタ㈱の２号議員
辞任に伴う後任２号議員の選
任について、㈱ユニックスが選
任され、満場一致で承認されま
した。
　また、今後の部会活動につい
ては、新体制で正副部会長会
議や幹事会を開催して内容を
検討することとなりました。

実大三次元震動破壊実践施設
（Ｅディフェンス）を見学  ―建設業部会―
　建設業部会（田附 弘部会長）
は、去る２月８日、部会員15人
の参加のもと、視察研修会を
開催しました。
　兵庫県三木市にある兵庫耐
震工学研究センターでは、実大
三次元震動破壊実験施設を用
い、実物大の一般住宅やビル
を強力な油圧で震動破壊させ
る模様を映像で見学しました。
大地震から各種構造物の被害
を軽減することを目的に、損
傷・破壊の過程を検証する装

置で、大手ゼネコンや住宅メー
カーなどが利用しているとのこ
とでした。
　参加者は、構造物の損傷と
倒壊の過程を目の当たりにし
て、担当者の解説を興味深く聞
き入っておられました。

異業種交流に期待 ―GAT彦根新年例会―
　彦根異業種交流研究会（櫻
本武志会長）は、去る１月22日
に料亭やす井にて新年例会を
開催しました。柴田例会担当
幹事の司会により開会し、「城
下町彦根のお正月」をテーマ
に講演予定の講師が急遽ご家
族の関係で欠席となり、資料に
基づき、柴田幹事より説明され
ました。
　続いて、出席アドバイザー５
人（若林氏・奥貫氏・田邉氏・

近藤氏・小松氏）より各々ＧＡ
Ｔに対する期待と激励の言葉
を頂戴しました。
　その後、櫻本会長の挨拶、山
根彦根市副市長、木村当所副
会頭の来賓挨拶の後、黒澤彦
根市産業部長の発声により、宴
が始まりました。新年というこ
ともあり、年初の挨拶もかね
て、一同にぎやかに交流を図
り、盛況な中、兒島副会長の中
締めにより結びとなりました。

　不動産部会（泉藤博部会長）
は、２月２日にやす井にて18名が
出席し新年例会を開催しました。
　泉部会長より挨拶があり、「日
本の人口は７年前のピークから
毎年減少しており、昨年までに
１３５万人が減少している。彦根
市の人口は横這いであるが、世
帯数は４年前に比べて増加して
いる。その理由として、若い世
代の新築物件やアパートの増
加に伴い世帯数が増加している
ことが考えられる。反面、空き家
が増加し、利用方法が見つから
ないことが問題となっている」と
述べられました。

　続いて木村副会頭より、「株
価の上昇により非常に格差が生
じており、所得・資産面での富
裕層と貧困層が両極端化して
いる」と述べられました。参加者
のご紹介の後、田中元部会長の
乾杯で懇親会が始まりました。
懇親会では、不動産部会も次の
後継者が大きな問題であり、次
世代の経営者を対象としたセミ
ナーを開催してはどうかという
意見が出され、今後の検討課題
とすることとなりました。その後
も活発な情報交換が行われ、山
脇副部会長の挨拶で閉会とな
りました。

▶（株）朝野家 朝野社長の講演 ▶カバンストリートの視察（鞄の自動販売機）
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あわただしい日常に、ほんの少し自分と向き合う時間を
持ってみませんか？

2018彦根プレミアム書道塾 「ひこね継未塾」 受講生募集中!! 彦根商工会議所TEL.22-4551

40名（定員になり次第締切）
入会金 5,000円・受講料 1回3,000円

定　員
費　用

T U G U M I

＊免除科目がある場合は、申込時に、証明書類を持参・提示してください。
＊受験料を添えてお申し込みください。

お問合せ・お申込み先  彦根商工会議所　彦根市中央町 3-8
TEL.22-4551●FAX.26-2730●mail soumu@hikone-cci.or.jp
HP http://www.hikone-cci.or.jp/

回

149

150

151

試験日

  6/10（日）

11/18（日）

H31. 2/24（日）

試験日

  6/24（日）

10/28（日）

H31. 2/10（日）

 4/ 5（木）～ 5/11（金）

 9/10（月）～10/19（金）

12/17（月）～Ｈ31.1/25（金）

申込受付期間

 4/16（月）～ 5/24（木）

 8/20（月）～ 9/27（木）

12/ 3（月）～Ｈ31.1/10（木）

申込受付期間

 4/16（月）～ 5/24（木）

 8/20（月）～ 9/27（木）

12/ 3（月）～Ｈ31.1/10（木）

申込受付期間

 5/14（月）～ 6/22（金）

12/17（月）～Ｈ31.1/25（金）

申込受付期間

級

１級～３級

２級・３級

初級

原価計算初級

日商簿記

試験日

  6/24（日）

10/28（日）

H31. 2/10（日）

回

123

124

125

■企業が求める資格、第１位！

ネット試験方式。
施行日、回数は各ネット試験会場が決定します。

受付時間 8：30～17：15（土日・祝日、年末年始・ＧＷ・お盆等での休館時は受付不可）

回

213

214

215

級

１級
〜
10級

そろばん（珠算）・暗算
■記憶力や集中力がアップ！学力向上の効果も

段位認定
■珠算や暗算のさらなるステップアップを

回

82

83

試験日

  7/14（土）

H31. 2/20（水）

級

２級・３級

リテールマーケティング（販売士）
■マーケティング力強化で流通・小売をリードする！

＊簿記のみ、当所ホームページからネット申込できます（申込期間内に限る）。
＊「原価計算初級」は、平成30年度に新たに創設。

第１回　4月21日（土） 彦根商工会議所4階大ホール
テーマ　「書話」

第２回　5月19日（土） 彦根商工会議所4階大ホール
テーマ　「書の基本」

第３回　6月16日（土） 彦根商工会議所4階大ホール
テーマ　「仮名の書・日常の書」

第４回　7月21日（土） 彦根商工会議所4階大ホール
テーマ　「幟（のぼり）作成（仮）」または「名前を極める（仮）」

第5回　9月22日（土） 彦根商工会議所4階大ホール
テーマ　「オリジナルゴム印作成」

第6回　10月20日（土） 会場未定
テーマ　「日下部鳴鶴フィールドワーク」

第７回　12月22日（土） 彦根商工会議所4階大ホール
テーマ　「一年内観」

第8回　1月19日（土） 彦根商工会議所4階大ホール
テーマ　「書き初め」

第9回　2月16日（土） 千代神社 参集殿
テーマ　「つまみ細工」

第10回   3月16日（土） 千代神社 参集殿
テーマ　「奉納写経」

※年度途中のご入会（参加）も歓迎します。
※2016年度・2017年度にご入会された方は、入会金は不要です。

書家/継未-TUGUMI-代表  前田鎌利氏が
毎月来彦・2018年度Schedule

NAVI検定試験

◇受験料（税込）  １級 7,710円・２級4,630円・３級 2,800円
 初級 ２，１６０円・原価計算初級 ２，１６０円

◇受験料（税込）
そろばん（珠算） １級 2,300円・２級1,700円・３級 1,500円
　　　　　　　４級～６級 1,000円・7～10級 900円
暗算 1～10級  900円

◇受験料（税込） 珠算・暗算両方 2,900円
 珠算のみ 2,500円、 暗算のみ 1，20０円◇受験料（税込） ２級5,660円・３級 4,120円

最
近
、手
書
き
の
文
字
を
書
い
た
の
は
いつ
で
す
か
？ 

身
の
回
り
に
便
利
な
デ
ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
が
増
え
、

私
た
ち
は「
自
分
の
手
で
書
く
」と
い
う
機
会
が
減
って
い
ま
す
。書
が
伝
え
る
の
は
、文
字
の
意
味
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。書
は
日
本
人
や
個
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
表
す
日
本
文
化
で
す
。
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商工会議所活用ケーススタディ

　　
中
山
道
沿
い
に「
フ
ァ
イ
ン
セ
ラ
ミ
ッ
ク

ス
の
研
削
加
工
」で
創
業
さ
れ
た
上
村
武
さ

ん
の
工
場「G

C
-tech

」が
あ
る
。GC

は
、

G
RIN

D
IN

G
 C

EN
TER

の
頭
文
字
で
、

研
削
に
特
化
し
、１
０
０
０
分
の
１
ミ
リ
と

い
う
精
度
の
研
削
技
術
を
提
供
し
て
い
る
。

工
場
は
シ
ル
バ
ー
と
ブ
ラ
ッ
ク
の
シ
ン
プ

ル
な
外
観
で
看
板
が
見
当
た
ら
な
い
。｢

当

社
の
技
術
で
で
き
あ
が
っ
た
製
品
が
看
板

で
す
」と
上
村
さ
ん
。

　
上
村
さ
ん
は
大
手
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
会
社

に
15
年
務
め
て
い
た
。２
０
１
４
年
７
月
、

独
立
し
創
業
を
果
た
し
た
。当
時
、職
長（
製

造
リ
ー
ダ
ー
）か
ら
管
理
職
へ
と
安
定
し
た

未
来
を
約
束
さ
れ
、現
場
の
仕
事
に
魅
力
を

感
じ
て
い
た
の
は
事
実
だ
が
、自
分
の
実
力

を
試
し
て
み
た
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。

「
大
規
模
工
場
で
一
工
程
の
仕
事
を
し
て
い

る
と
、も
の
づ
く
り
の
喜
び
や
実
感
が
得
ら

れ
に
く
い
の
で
す
。」

　
そ
し
て
、も
う
一
つ
独
立
を
志
し
た
理
由

が
あ
っ
た
。製
造
現
場
に
お
い
て
、納
期
に

追
わ
れ
る
仕
事
を
こ
な
す
に
は
従
業
員
に

残
業
や
休
日
出
勤
を
強
い
る
こ
と
が
あ
る

が
、時
に
は
労
務
管
理
上
対
応
で
き
な
い
こ

と
が
あ
る
。そ
れ
ら
に
対
し
て「
独
立
開
業

す
る
こ
と
で
、自
ら
が
短
納
期
の
仕
事
で
も

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は…

…

」そ
こ

に
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
た
。

　
創
業
補
助
金
を
利
用
し
て
、切
削
機
械
を

１
台
導
入
。申
請
手
続
き
の
相
談
か
ら
商
工

会
議
所
と
の
付
き
合
い
が
始
ま
っ
た
。「
事

業
計
画
の
策
定
や
申
請
の
お
手
伝
い
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、上
村
さ
ん

は
、職
長
の
経
験
か
ら
コ
ス
ト
意
識
や
生
産

管
理
、そ
し
て
こ
の
分
野
の
成
長
性
も
し
っ

か
り
リ
サ
ー
チ
さ
れ
て
い
ま
し
た
」と
、担

当
者
は
当
時
を
振
り
返
る
。

　
そ
し
て
、GC

-tech 

は
創
業
か
ら
３
年
、

事
業
計
画
通
り
に
業
績
を
伸
ば
し
、本
年
１

月
に
自
社
工
場
を
建
て
研
削
機
械
も
４
台

に
増
や
し
、今
後
さ
ら
に
増
台
の
予
定
。こ

れ
ら
の
設
備
計
画
に
も
担
当
者
が
相
談
に

応
じ
て
い
る
。

　
オ
ー
ル
ド
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
は
陶
石
、長

石
、粘
土
な
ど
、天
然
の
鉱
物
を
用
い
て
混

合
し
、焼
成
す
る
。フ
ァ
イ
ン
セ
ラ
ミ
ッ
ク

ス
は
、人
工
原
料
や
自
然
界
に
は
存
在
し
な

い
化
合
物
を
配
合
し
、焼
成
す
る
こ
と
で
意

図
し
た
性
質
の
物
質
を
得
る
。

　
フ
ァ
イ
ン
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
は
、半
導
体
や

自
動
車
、情
報
通
信
、産
業
機
械
、医
療
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、

G
C
-tech

は
フ
ァ
イ
ン
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
の

最
終
工
程
で
あ
る
研
削
に
特
化
し
、高
付
加

価
値
な
製
品
を
生
み
出
し
て
い
る
。　

　
研
削
機
械
が
独
特
の
唸
り
に
も
似
た
連

続
し
た
音
を
さ
せ
て
稼
働
し
て
い
る
。そ

こ
に
、人
の
介
在
す
る
余
地
は
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。

創業補助金の活用
ＧＣ-tech（ジーシー テック）
彦根市正法寺町 559-6

　
上
村
さ
ん
は
こ
ん
な
ふ
う
に
説
明
し
て

く
れ
た
。

　
「
ま
ず
、示
さ
れ
た
図
面
か
ら
研
削
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
考
え
ま
す
。ど
の
よ
う
に
研
削

し
て
い
く
の
か
は
10 
人
い
れ
ば
10
人
と
も

違
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
な
り
ま
す
。ま
た
、

研
削
に
用
い
る
工
具
の
選
択
も
ポ
イ
ン
ト

で
、例
え
ば
研
削
速
度
を
優
先
さ
せ
る
た
め

に
は
強
く
硬
い
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
砥
石
を
使

い
ま
す
の
で
コ
ス
ト
が
か
か
り
ま
す
が
、弱

い
工
具
だ
と
時
間
が
か
か
り
ま
す
。当
社
に

は
４
台
の
研
削
機
械
が
あ
る
の
で
、１
ヶ
月

を
30
日
と
す
る
と
７
２
０
時
間
フ
ル
稼
働

さ
せ
れ
ば
最
大
の
収
益
が
得
ら
れ
る
わ
け

で
す
。図
面
を
読
み
解
き
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
落

と
し
込
み
、機
械
を
稼
働
さ
せ
る
わ
け
で

す
。頭
で
描
い
た
通
り
の
製
品
が
出
来
上
が

る
と
思
わ
ず
ガ
ッ
ツ
ポ
ー
ズ
、こ
れ
が
こ
の

仕
事
の
醍
醐
味
で
す
。」

　
上
村
さ
ん
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、製
品
の
ク

オ
リ
テ
ィ
と
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ま
で

最
適
化
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。腕
に

自
信
が
あ
る
の
だ
。

　
担
当
者
も
今
後
フ
ァ

イ
ン
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
の

市
場
規
模
は
拡
大
す
る

と
予
測
し
て
い
る
。実

際G
C
-tech

は
２
年
先

ま
で
の
受
注
見
込
み
を

打
診
さ
れ
、現
状
よ
り

１
・５
か
ら
２
倍
の
生
産
能
力
を
要
求
さ
れ

て
い
る
。上
村
さ
ん
は「
現
状
の
稼
働
率
を

上
げ
た
だ
け
で
は
実
現
で
き
な
い
。次
の
展

開
と
し
て
は
、職
人
を
雇
用
す
る
か
機
械
を

増
や
す
し
か
な
い
の
で
す
が
、と
り
あ
え
ず

マ
ン
パ
ワ
ー
で
何
処
ま
で
い
け
る
か
や
っ

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
」と
い
う
。プ
ロ
グ

ラ
ミ
ン
グ
に
は
セ
ン
ス
が
必
要
な
の
だ
。そ

れ
が
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
は
役
に
立
た

な
い
。職
人
の
気
質
と
、芸
術
性（
ク
オ
リ

テ
ィ
）を
失
わ
ず
思
い
通
り
に
時
間
を
操
る

セ
ン
ス
が
必
要
な
の
だ
。

　
担
当
者
は「
上
村
さ
ん
の
よ
う
に
、順
調

に
業
績
を
伸
ば
さ
れ
て
い
る
企
業
に
は
、卓

越
し
た「
何
か
」が
必
要
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、こ
れ
か
ら
創
業
さ
れ
る
方
や
既
に

始
め
ら
れ
て
い
る
方
に
も
、そ
れ
ぞ
れ
の
分

野
で
の「
何
か
」を
磨
き
上
げ
て
も
ら
え
る

よ
う
、よ
き
相
談
相
手
に
な
れ
れ
ば
」と
話

し
て
い
る
。

（
各
種
補
助
金
・
助
成
金
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、お
気
軽

に
当
所
中
小
企
業
相
談
所
ま
で
）

▶GC-tech 上村 武さん

独
立
の
理
由

腕
に
自
信
あ
り

生
産
能
力
と
セ
ン
ス

CLSプログラム ホストファミリー募集

CLSプログラムは、アメリカ国務省の「国家安全保障にとって重要な役

割を果たす言語の人材養成およびアメリカ人にその言語を教えること

ができる教師の拡大」を目的とするプログラムで、13の「重要言語」が対

象となっており、2015年度より日本での開催校に滋賀県立大学が選定

され、今年度は25名前後の大学生及び大学院生を受け入れます。詳細

については、説明会に参加されるか、資料をご請求ください。

おうちで&日本語で国際交流しませんか？　
　今年6月～7月の2ヵ月間、全米から選ばれた優秀な学生が滋賀県立
大学で短期留学をします（CLSプログラム）。日本や日本文化に強い関心
を持っている若者ばかりです。彼らのホストファミリーになりませんか？ 
平日の授業（9時～16時頃）や体験学習、休日の小旅行以外は、あなた
の家で過ごします。

原則として新入社員（全ての業種）
100人（定員になり次第締切）
彦根商工会議所または彦根地区雇用対策協議会の
会員事業所………お１人   5,000円
非会員事業所……お１人 10,000円
3月26日（月）
① 両日とも昼食、お茶は主催者で準備します。
② テキスト・研修ノートはお渡しします。
③ 10㎝×10㎝程度の鏡・筆記用具をご持参ください。
④ 各自の名刺を20枚ご準備ください。
　（準備できない場合は事前にご相談ください）
⑤ 受講者数等の状況に応じてカリキュラムを変更する
　 場合があります。

受講対象
定　　員
受 講 料
  （税込）

申込締切
そ の 他

日　  時
場　  所
講　  師

４月10日（火）・11日（水）10：00～ 16：30
彦根商工会議所　４階大ホール
伴 孝子 氏（ビジョナリーカンパニー代表）
彦根市市民環境部人権政策課担当者（10日）他

TEL.22-4551・FAX.26-2730・http://www.hikone-cci.or.jp
お申込み・お問合せ ● 彦根商工会議所

正しい就職意識、企業人意識、仕事の定石、接客応対、電話応対
などを講義、グループワーク、実習を通じて実践的に学んでい
ただく新入社員研修会です。

全業種対応 新入社員研修会（2日間コース）

【説明会にご参加ください】
詳しい内容を説明会にてお伝えいたしますので、初めて受入れを希望する方は、必
ずいずれかの説明会にご参加ください。どうしても日程が合わない場合は、別途
ご相談ください。
＊第1回：終了しました－＊第2回：3月18日（日） ＊第3回：4月8日（日）
時間／10：00～11：00
会場／滋賀県立大学・A1棟1階（A1-119）コミュニケーション・ラウンジ
  集合／9：50に滋賀県立大学 交流センター前（スタッフが会場までご案内します）
内容
  １．CLSプログラムって何？ ２．ホストファミリーって誰でもできる？ 
  ３．先輩ホストファミリーに聞く、体験談　４．質疑応答 
　【お問合わせ・申込み先】
〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500滋賀県立大学 
人間文化学部 控室留滋賀県立大学CLS プログラム実行委員会 宛
TEL：090-9766-3413 (小島携帯)　FAX：0749-28-8600　
email：clskendai@gmail.com (ﾎｰﾑｽﾃｲｺｰﾃ ｨ゙ﾈｰﾀｰ小島)

受け入れ期間は1ヵ月or2ヵ月を選択
①前半：６月１日（金）～７月１日（日）　
②後半：７月１日（日）～７月２８日（土） 

THE UNIVERSITY OF SHIGA PREFECTURE

■ 対象用件
認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小
規模事業者であり、以下のいずれかに取り組むもので、3～5年
で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成で
きる計画であること。
・「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で
　示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プ
　ロセスの改善。
・「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術
　を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善。

■ 支援内容・支援規模
【革新的サービス】【ものづくり技術】の２つの対象類型があり
ます。また、それぞれについて「企業間データ活用型」「一般型」
「小規模型（設備投資のみ、試作開発等）」の事業類型があり、補
助上限額は500万円～1,000万円、補助率は補助対象経費の
1/2～2/3です。
その他詳細は、当所中小企業相談所又は下記にお問い合わせ
ください。
■ 募集期間　募集中～４月２７日（金）【当日消印有効】
■ 本件窓口
　 滋賀県中小企業団体中央会  ものづくり支援室
　 TEL.077-510-0890

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
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March.2018女性会通信   
女性会事業所紹介

　天候の心配された１月３１日（水）午後５時半より受付を開始。先ずは親睦委員お手製の和紙巾着を選んでいただき、席を決定。オープニング
では安藤有美子様、堤育子様によるお琴と１７弦の演奏に耳を傾け、一気に新年会気分を盛り上げていただきました。
　彦根ビューホテルのまさに“インスタ映え”な、美味しく見た目も美しいお食事に舌鼓を打ち、談笑に花を咲かせました。また、「お正月ビンゴ」と
いうゲームでテーブル毎のコミュニケーションを図った後は、８月の総踊りで披露した「直虎」をイメージした衣装を、小出会頭はじめご来賓の
方々にも羽織っていただき「彦根ばやし」「江州音頭」を全員で踊ってお開きとなりました。
　今回初めて準備からの参加でしたが、常に和気藹 と々楽しい時間を過ごすことができました。親睦委員の皆さま、誠にお疲れさまでした！
そして、ありがとうございました。  ㈲杉本塗装 杉本裕美

■３月13日（火） 県女連  駅前一斉清掃　■３月22日（木） 県女連  事業継承セミナー（大津市）INFORMATION

彦根商工会議所女性会「新年会」を開催
女性会事業所紹介

▶オープニングを飾る琴の演奏

▶司会の田中圭子さん

▶小出会頭の挨拶▶藤田会長の挨拶 ▶手作り和紙巾着の席くじ

▶全員で彦根ばやし・江州音頭 ▶渡邊委員長の閉会挨拶▶今年のゲーム「お正月ビンゴ」

お問合せ・お申込み：ジェトロ滋賀 0749-21-2450　    SIG@jetro.go.jp

ジェトロ滋賀からのご案内

3月14日(水)13：30～16：00
彦根勤労福祉会館2F 研修室
（彦根市大東町4-28）

日時
場所

『安全保障貿易管理』セミナー

　近年、大量破壊兵器の拡散やテロの頻発が世界情勢を不安
定化させ、各国の経済発展にも大きな影響を及ぼしかねない
状態です。仮に民生用途であっても、兵器などへの転用が可
能である貨物を海外に輸出する際には、外為法等に基づき経
済産業大臣の許可を受けることが必要です。自社製品を海外
に展開することを考えている企業にとって、「安全保障貿易
管理」に関わる輸出規制を知ることは必要不可欠です。本セ
ミナーでは、入門者・初心者向けに「安全保障貿易管理」の重
要性や自主的な輸出管理のポイントについてご理解いただ
けるよう、基本的な重要事項を中心に具体例も交えながらご
説明しますので、輸出関連業務に携わる皆さまは是非ご参加
ください。

3月20日(火) セミナー 14：00～15：00
　　　　　　相談会 15：15～16：45
コラボしが21 3階 中会議室１（大津市打出浜2-1）

日時

場所

ブラジル食品市場セミナー
及び食品輸出相談会in近畿

　ジェトロは、ブラジル食品市場の専門家の訪日の機会を捉え
て、「ブラジル食品市場セミナー及び食品輸出相談会」を開催し
ます。ジェトロ・サンパウロ事務所が契約するコーディネーター
（農林水産・食品分野）の訪日の機会を捉え、海外販路開拓に意
欲のある同分野の事業者を対象として、ブラジル食品市場セミ
ナー及びブラジル向け食品輸出相談会を実施します。 
　輸入制度の複雑なブラジルについて、個別相談も受けられる
機会ですので、同国への販路拡大をお考えの皆様は、是非ご参
加ください。

参加費
無料

参加費
無料

彦
根
版
故
郷
の
新
し
い
風
会
議
を
開
催

〜
観
光
施
策・彦
根
城
世
界
遺
産
登
録
に
つ
い
て
意
見
交
換
〜

県
青
連
資
質
向
上
講
習
会
・
第
12
回
会
員
大
会

〜
彦
根
大
会
〜
を
開
催
！

　
去
る
１
月
18
日（
木
）、滋
賀
県

商
工
会
議
所
青
年
部
連
合
会「
資
質

向
上
講
習
会
」な
ら
び
に「
第
12
回

会
員
大
会
〜
彦
根
大
会
〜
」が
マ
リ

ア
ー
ジ
ュ
彦
根
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　
本
年
度
は
彦
根
Ｙ
Ｅ
Ｇ
の
鳥
越
清

和
君
が
県
青
連
会
長
を
務
め
て
お

り
、ご
当
地
で
あ
る
彦
根
で
の
開
催

と
な
り
ま
し
た
。来
賓
な
ら
び
に
日

本
Ｙ
Ｅ
Ｇ
会
長
を
は
じ
め
県
外
か
ら

も
多
く
の
Ｙ
Ｅ
Ｇ
メ
ン
バ
ー
を
迎

え
、延
べ
１
１
４
名
の
参
加
者
と
な

り
ま
し
た
。

　
資
質
向
上
講
習
会
で
は
、当
所
副

会
頭
で
㈱
平
和
堂
代
表
取
締
役
会
長

兼
Ｃ
Ｅ
Ｏ
で
あ
る
夏
原
平
和
様
よ
り

「
会
社
を
継
承
す
る
為
の
経
営
者
と

し
て
の
心
構
え
」と
題
し
、平
和
堂
の

歴
史
や
創
業
者
で
あ
り
元
会
頭
で
も

あ
る
夏
原
平
次
郎
氏
に
つ
い
て
、ま

た
自
身
の
社
長
と
し
て
の
取
り
組
み

や
会
長
と
し
て
の
今
後
を
お
話
し
い

た
だ
き
ま
し
た
。め
っ
た
に
講
演
を

さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
会

場
内
は
一
言
も
聞
き
漏
ら
さ
な
い
よ

う
に
と
ピ
ン
と
張
り
つ
め
た
空
気
が

感
じ
ら
れ
ま
し
た
。創
業
当
時
の
出

店
秘
話
や
、２
０
１
７
年
に
50
周
年

を
迎
え
ら
れ
た
ば
か
り
な
の
に
、次

の
１
０
０
周
年
を
見
据
え
る
姿
勢
に

感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

　
会
員
大
会
記
念
式
典
で
は
一
年
間

の
集
大
成
と
し
て
鳥
越
会
長
の
挨
拶

が
あ
り
、こ
れ
ま
で
と
も
に
研
鑚
と

交
流
を
重
ね
た
県
内
Ｙ
Ｅ
Ｇ
メ
ン

バ
ー
に
対
し
労
い
の
言
葉
が
あ
り
ま

し
た
。
来
賓
の
皆
様
よ
り
祝
辞
を

い
た
だ
い
た
後
に
は
、平
成
30
年
度

会
長
予
定
者
で
あ
る
橋
場
崇
典
君

（
八
日
市
Ｙ
Ｅ
Ｇ
）か
ら
力
強
い
次
年

度
へ
の
意
気
込
み
の
表
明
が
あ
り
ま

し
た
。

　
式
典
後
に
開
催
さ
れ
た
交
流
会

は
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

の
和
ん
だ
雰
囲
気
で
始
ま
り
、県
青

連
の
事
業
を
は
じ
め
県
内
６
単
会

の
事
業
に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
り
ま

し
た
。 

　
　
　
　
　
㈱
橋
本
建
設　
橋
本 

健
一

　
去
る
１
月
31
日（
水
）、彦
根
版
故

郷
の
新
し
い
風
会
議
を
当
所
４
階
大

ホ
ー
ル
に
て
青
年
部
メ
ン
バ
ー
47
名

と
市
役
所
職
員
23
名
、合
計
70
名
参
加

で
開
催
し
ま
し
た
。

　
ま
ず
、「
彦
根
市
の
観
光
施
策
」並

び
に「
彦
根
城
世
界
遺
産
登
録
」に
つ

い
て
彦
根
市
の
担
当
者
か
ら
現

状
や
課
題
、今
後
の
取
組
み
に

つ
い
て
説
明
し
て
い
た
だ
き
、

続
い
て
テ
ー
ブ
ル
毎
に
意
見
交

換
を
行
い
ま
し
た
。

　
私
は
例
会
の
担
当
委
員
会
と

し
て
、全
国
各
地
で
行
わ
れ
て

い
る
日
本
商
工
会
議
所
青
年
部

主
催
の「
政
策
提
言
勉
強
会
」に

今
年
度
参
加
を
し
た
成
果
報
告

を
行
い
ま
し
た
。政
策
提
言
と

は
、行
政
に
対
す
る「
要
望
」で

は
な
く
、「
実
現
」に
向
け
た
提

案
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、共
に
行
動
し

て
い
く
も
の
で
あ
る
と
学
び
ま
し
た
。

普
段
の
仕
事
で
は
、あ
ま
り
接
す
る
こ

と
が
な
い
方
と
交
流
す
る
貴
重
な
機

会
と
な
り
、大
変
有
意
義
な
例
会
と
な

り
ま
し
た
。

　

 　
　

 

松
井
保
険
事
務
所　
松
井  

真

青年部伝言板 ■３月度納会例会  3月15日（木）19時～  於：魚忠  ■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。

青
年
部
事
業
所
紹
介

ま
い
ど
お
お
き
に

　
㈲
イ
チ
バ
ン
・
エ
リ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
の

石
原
と
申
し
ま
す
。「
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク

タ
ー
」と
し
て
事
業
を
営
ん
で
お
り
ま
す

が
、自
己
紹
介
す
る
際
に
ど
の
よ
う
な
仕

事
を
し
て
い
る
か
イ
メ
ー
ジ
を
し
て
頂

け
な
い
こ
と
が
多
い
と
感
じ
ま
す
。

　
そ
こ
で
、最
近
の
製
作
物
を
挙
げ
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。青
年
部
事
業
の
チ
ラ
シ
デ

ザ
イ
ン
、企
業
の
名
刺
デ
ザ
イ
ン
、総
合

設
備
会
社
の
w
e
b
サ
イ
ト
制
作
、専
門

学
校
の
w
e
b
バ
ナ
ー
制
作
、保
険
代
理

店
の
屋
外
サ
イ
ン
デ
ザ
イ
ン
、新
ブ
ラ
ン

ド
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
制
作
、電
機
メ
ー
カ
ー

の
会
社
案
内
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、飲
食
店
の

周
年
Ｄ
Ｍ
制
作
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
会
社
の
規
模
や
業
種
は
全
く
問
い
ま

せ
ん
の
で
、い
つ
で
も
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。彦
根
市
銀
座
町
で
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

㈲イチバン・エリア・サービス   石原 慎典
1AS 銀座町 DESIGN LAB

　商工会議所青年部は、地域を担う若手
経営者による青年経済団体です。活動は
委員会組織を中心として、企業経営の研
修や地域活性化事業への参画、会員相互
の親睦事業を中心に活動しています。
　また、日本全国の青年部ネットワークを
活かし、他地域との交流も積極的に行って
います。
　商工会議所会員事業所の経営者（その
後継者）もしくは、事業所が推薦する方
で、25歳以上45歳以下であれば男女を問
わず入会できます。（年会費36,000円）

青年部（YEG）
新入会員募集中！

詳しくは、
彦根商工会議所青年部事務局まで
　　　　　　 TEL.22-4551

▶夏原会長の講演

▶グループディスカッションの様子

海外ビジネス情報・イベント情報・ジェトロ
のサービスなど、websiteに掲載しています
https://www.jetro.go.jp/
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「イベントガイド」コーナーに関
するお問い合わせは当所「不易
流行」担当 ℡0749-22-4551まで

●

3 月 イ ベ ン ト ガ イ ド
井伊枡グランプリ
▶開催中～3／25（日）
▶参加飲食店
１９の参加店舗の中から、近江の食材
を使い枡に入った料理のグランプリを
決定します。詳しくは、10ページ

(一社）近江ツーリズムボード
 TEL.22-5580

ＣＰカード 春の感謝祭
▶申込受付期間 3／10（土）～4／8（日）
▶各加盟店
日頃のご愛顧に感謝して、満点カードで
大変お得！受付期間中に希望商品に応
募できます。（応募多数の場合は抽選）
●満点カード２枚＋現金3,000円
　➡湯快リゾートギフト券（ペア）
●満点カード２枚➡加盟店よりお勧
　めの商品（3,000円以上）
●満点カード１枚
　➡全市共通「商品券」1,000円分
彦根ＣＰカード㈱ TEL.22-7303

テーマ展
「柳桜をこきまぜて
－柳と桜のデザイン－」
▶３／10（土）～４／10（火）
　8：30～17：00（入館は16：30まで）
▶彦根城博物館
「見渡せば柳桜をこきまぜて」というよ
うに、春を彩る花木として和歌にも詠ま
れた柳と桜。美術工芸品に見る柳と桜
の競演をお楽しみください。

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

ディリパ彦根
フリーマーケット
▶3／11（日）10：00～14：0０
▶大阪ガス総合ショールーム
   DILIPA彦根館内
第２１回フリーマーケットがディリパ彦
根で開催されます。館内での開催ですの
で、雨天でも安心してご来館ください。

大阪ガス総合ショールーム DILIPA彦根
TEL.22-3409・FAX.22-3167
http://home.osakagas.co.jp/
      showroom/dilipa_hikone

ご城下にぎわい市
▶３／１７（土）～5／6（日）
　９：30～17：00
▶金亀児童公園内
　井伊大老像横特設テント
特産の近江牛や湖国ならではの湖魚の
佃煮、鮒寿司、和菓子、漬物、地酒、ひこ
にゃんグッズなど“Made in HIKONE”
の大集合。特産品やお花見弁当などが
所狭しと並びます。花満開のお城巡り
の後は、とっておきの彦根土産を、ぜひ
この市で見つけてください。
（公社）彦根観光協会 TEL.23-0001
http://www.hikoneshi.com

ひこねで朝市
▶3／18（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
▶３／18（日）・４／15（日） 雨天中止
  １回目 11：00～／２回目 12：00～
▶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

パエリアでパーティー
気分満喫♪
▶3／20（火）10：30～12：45
　〈申込締切日：３／６（火）〉
▶大阪ガス総合ショールーム
   DILIPA彦根
▶参加費 1,000円（税込）

▶定員 12名（応募多数の場合抽選）
MENU ・フライパンdeパエリア・豚ヒレ
肉と生ハムのソテー 焼きキノコ添え・グ
リル野菜 バーニャカウダ・ミルキーバ
ターケーキ フルーツと共に・紅茶
ＨＰ内イベント申込フォームをダウンロー
ドのうえ、FAXにてお申込みください。
大阪ガス総合ショールーム DILIPA彦根
TEL.22-3409・FAX.22-3167
http://home.osakagas.co.jp/
      showroom/dilipa_hikone

彦根城の梅林
▶３月中旬～下旬 8：30～17：00
▶彦根城内梅林
▶入場料（彦根城・玄宮園）
　一般 800円／小・中学生 200円
  1950年に彦根城が新日本観光地百選
に入選したことを記念して植樹された梅
林です。紅梅・白梅など約400本が色づ
き、少し早い春の訪れを教えてくれます。
彦根城管理事務所 TEL.22-2742

ひこね梅あかり
▶３／21（水・祝）～25（日）
　17：30～20：00
▶彦根城大手前　梅林
梅のライトアップにあわせて、近江食材
を使用したフードカ―の出店や地元高校
の吹奏楽部の演奏会を開催し、彦根の春
を盛り上げます。詳しくは、10ページ

(一社）近江ツーリズムボード
 TEL.22-5580

ひこね市民大学講座
彦根学部 「井伊直政
と時代を駆け抜けた
武将たち」
▶３／21（水・祝）
　開場13：30 開講14：00
▶ひこね市文化プラザメッセホール
▶料金（全席自由/税込）
　一般 500円・友の会450円
　※未就学児入場不可

井伊直政を中心に戦国の世を駆け抜けた
武将に焦点を当てた講座を開催します。
講師は、2017年NHK大河ドラマ『おんな

城主 直虎』に資料提供するなど戦国時
代のスペシャリスト、小和田泰経。彦根城
博物館 渡辺恒一学芸史料課長との対談
もあります。
ひこね市文化プラザチケットセンター
TEL.27-5200  https://bunpla.jp

第21回彦根エコー
オーケストラ定期演
奏会
▶４/1（日）開場13：30 開演14：00 
▶ひこね市文化プラザ エコーホール
▶料金（全席自由/税込）
　一般 3,000円
　大学生以下 1,500円
　※当日各500円増
　※未就学児入場不可。親子室の利用可

彦根ゆかりの実力派演奏者達が国内外
から集結し、1998年春に結成。城下町彦
根で育まれた珠玉の室内オーケストラ。
彦根で歩みつづけて20年「エコーメモリ
アル・チェンバー・オーケストラ」は「彦根
エコーオーケストラ」に改称し、《オール・
モーツァルト・プログラム》で新しい一歩
を踏み出します。

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

彦根城桜まつり＆
夜桜のライトアップ
▶４／１（日）～２０（金）
　※桜の開花状況により変動する可能性あり
▶ライトアップ実施時間 18：00～21：00
▶彦根城内堀沿い
  ※玄宮園前～表門橋～大手橋・京橋口
▶入場料（彦根城・玄宮園）
　一般 800円／小・中学生 200円
春になると彦根城を中心に約1,200本の
桜が咲き、お城は1年で一番美しい季節
を迎えます。満開の時期は、例年４月８日
前後。夜は内堀を中心にライトアップが楽
しめます。
彦根観光センター TEL.23-0033
http://www.hikoneshi.com

10：30～11：00 彦根城天守前
13：30～14：00／15：00～15：30 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/

3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）

チケット発売中！

チケット発売中！

受験資格
１ 昭和63年４月２日～平成９年４月１日生まれの者
２ 平成９年４月２日以降生まれの者で次に掲げる者
 (1）大学を卒業した者及び平成31年３月までに大学を卒業する見込みの者
 (2）人事院が（１）に掲げる者と同等の資格があると認める者

申込受付期間
平成30年３月30日（金）～４月11日（水）
原則としてインターネット申込みとなります。
インターネット申込専用アドレス
【http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html】

試験日
第１次試験　平成30年６月10日（日）
第２次試験　平成30年７月11日（水）～ 19日（木）

合格者発表日
第１次試験合格者発表日　平成30年７月３日（火） 9時
最終合格者発表日　　　　平成30年８月21日（火） 9時

採用予定数
別途、人事院ホームページに掲載します。

問合わせ先
大阪国税局人事第二課試験係　TEL.06-6941-5331

国税職員募集のお知らせ 税だより
～平成30年度 国税専門官採用試験～

平成29年分確定申告と納税の期限は
○申告所得税及び復興特別所得税
　平成30年３月15日（木）まで
○個人事業者の消費税及び地方消費税
　平成30年４月２日（月）まで
○贈与税
　平成30年３月15日（木）まで

申告書の作成は、国税庁ホームページの『確定申告
書等作成コーナー』が便利です!!
・画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額な
どが自動計算され、所得税・消費税の申告書や、青
色決算書などが作成できます。
・作成したデータは印刷した『書面』により提出で
きるほか、『ｅ-Tax（国税電子申告・納税システム）』
を利用して提出することもできます。

彦根税務署からのお知らせ
彦根商工会議所内の申告相談会場の開設は、
平成30年３月15日（木）までです。
＊税務署庁舎内には申告作成会場を開設しておりません。

マル経融資制度
（小規模事業者経営改善資金融資制度）

マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々を
バックアップするため、無担保・無保証人・低利で融資する制度です。

お申込みからご融資まで約１ヶ月かかりますので、早めに資金
計画をたててお申込みください。

●常時使用する従業員が20人以下（商業・
サービス業の場合は５人以下）の法人・個人
事業主の方
●義務納税額（所得税・法人税・事業税・市
県民税）を完納している方
●原則として市内で最近１年以上事業を
行っており、事業所得の申告をしている方
などの要件を満たしていることが必要です。

マル経融資制度の概要
融資限度額は？

担保・保証人は？

1.11％
平成30年2月9日現在

利率は？

不要です

2,000
万円

返済期間は？

利用できる方は？

運転資金は ７ 年以内
設備資金は10年以内

＊1,500万円超の場合は事業計画
　策定等の条件があります。

■ お問い合わせ
　 彦根商工会議所 中小企業相談所 TEL.0749-22-4551

高校・大学・短大・専修学校などに入学・在学されるお子さまが
おられるご家庭の「経済的負担の軽減」と「教育の機会均等」と
いう国の施策を実現するために創設され、昭和54年の制度発足
以来、延べ500万人を超える方々にご利用いただいています。
【融資額】お子さま１人あたり350万円以内
【利率】年1.76％（母子家庭、父子家庭、世帯年収200万円（所得
122万円）以内の方、または子ども3人以上の世帯かつ世帯年収
500万円（所得346万円）以内の方は年1.36％）
【返済期間】15年以内（交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭、世帯年
収200万円（所得122万円）以内の方、または子ども3人以上の世
帯かつ世帯年収500万円（所得346万円）以内の方は18年以内）
【元金据置期間】在学期間内（在学期間内は利息のみのご返済とす
ることができます。元金据置期間はご返済期間に含まれます。）
※金利は平成30年2月９日現在

お子さまの教育資金を
「国の教育ローン」がサポート！

ホームページからもお申込みいただけます。 国の教育ローン 検 索 ➡

お問い合わせ　
教育ローンコールセンター　         0570-008656
※全国から市内通話料金でご利用いただけます。
※お客さまが加入されている電話でご利用いただけない場合は、  
　03-5321-8656におかけください。

彦根支店  TEL.24-0201



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2018年4月15日まで

有効期限2018年4月15日まで

有効期限2018年4月15日まで

有効期限2018年4月15日まで

有効期限2018年4月15日まで

有効期限2018年4月15日まで

和風モダンな店内で特別な時間をお楽し
みください。選りすぐった近江牛ステー
キコースと懐石料理とワインを約150本
などご用意してお待ちしております。

【昼夜の部】
近江牛サイコロステーキ 2.980円（税込･サ別）
【昼夜の部】
近江牛懐石/華澄（かすみ）6,800円（税込･サ別）　
ステーキ懐石/華香（はるか） 9,000円（税込･サ別）
ステーキコース/近江牛赤身ステーキ
　　　　　180gコース 8,100円（税込･サ別）

彦根市本町1-1-26（彦根GYUSEUM 2階）／tel.0749-47-3133
営業時間 11：30～22：00（オーダーストップ20：30）
定休日  毎週水曜日(午後2時30分から5時までは準備中）／駐車場 有

創業文化六年 彦根市本町一丁目3-37
tel.0749-22-6003
営業時間 8：30～18：00
定休日   火曜日

お1人様１枚のご利用と

させていただきます。

ソフトドリンク１杯無料
せんなり亭心華房 お買い物

５%OFF

お会計10%OFF

他券、他サービスとの併用はご遠慮ください。

TEL：0749-38-38480120-47-1955
受付時間 9：00～18：00 年中無休

ご注文は
犬上郡甲良町池寺1-5

会席料理はもちろん、寿司、オード
ブルなど、お集まりの席で慶ばれる
お料理をご用意。

仕出し料理

湖東三山西明寺前

一休庵 本店

ご要望など、
何でもお気軽に
ご相談ください。

お一人様一枚のご利用とさせていただきます。
また、他券との併用はご遠慮ください。

お一人様一枚のご利用とさせていただきます。

また、他券との併用はご遠慮ください。

一休庵
本店

仕出しでのお会計10％割引

うなぎや源内
お食事の方 デザートサービス

お1人様１枚のご利用と

させていただきます

彦根市本町２-１-６／tel.0749‐27‐5025 /火曜日定休
営業時間 11：00～14：30／17：00～20：00（L.O.）

炭火焼き国産
うなぎ専門店 

●うなぎ丼 1,900円～ ●ひつまぶし2,800円～
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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。

近江の地酒、和リキュール、焼酎などの
和酒を揃え、利き酒師の店主があなたに
ぴったりの滋賀のお酒を薦めてくれま
す。スタッフ全員が女性で、たおやかな
気配りが人気です。

● 桜花らんまん 151円
桜葉を用いた桜餡を丁寧に手造
りした桜色の浮島生地で包みま
した。春の味わいをお楽しみくだ
さい。

● 桜チョコ餡ダックワーズ「花がさね」
    ２１６円・５個入り 1080円
チョコを加えた桜餡を挟んださっくり
ふんわりのダクワーズです。常温保
存ができ、お土産などにも最適です。

サムライガール（samuraigirl）

サムライガール
（samuraigirl）

彦根市平田町588-1 NASU32
tel.0749-23-0798
[月～木] 20：00～翌2：00 
[金・土・祝前日] 20：00～翌3：00
日曜日定休

シルバー人材センターはこんな仕事をお受けしています。
● 事務所・店舗の清掃　● アパート・マンションなどの共有部分の清掃
● 小売業での軽作業（カート整理・調理補助・後方支援など）　● チラシの配布　　
● 工場での軽作業（部品組立・出荷準備など） ● イベントの手伝い　
● あて名書き　● 書類・伝票などの整理　● 受付事務　● 会場設営    など…

お見積りは無料で
いたします。

シルバー人材センターは、
高齢者にふさわしい仕事
を事業所様から引き受け
て会員に提供します。

それぞれの事業所様におい
て、職員の募集や雇用の手
続きをする必要がなく、事務
の簡素化につながります。

・シルバー人材センターが扱う仕事は、臨時、短期的で軽易な業務です。このため、会員の
　就業は、月10日以内、週20時間以内としています。
・年間を通じて毎日仕事をする場合などは、複数の会員がローテーションで就業します。

公益社団法人  彦根市シルバー人材センター
彦根市開出今町 1419　　TEL.0749-22-5622　　FAX.0749-26-4800
E-mail : hikone@sjc.ne.jp　　ホームページ https://webc.sjc.ne.jp/hikone/

シルバー人材センターを
ご活用ください。




