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琵
琶
湖
に
沿
っ
て
走
る
、
沿
線
に
学
校
の
多
い
京
阪
電
車
石
坂
線
の
駅
数
21
に
ち
な
ん
だ

「
青
春
21
文
字
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
入
選
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
全
国
か
ら
若
者
た
ち
を
中
心

に
応
募
が
あ
る
こ
の
事
業
、
10
年
を
超
え
「
21
文
字
」
と
言
う
新
様
式
の
文
芸
表
現
が
定
着

し
て
き
ま
し
た
。
2
0
1
7
年
の
受
賞
作
品
を
、
駅
の
沿
線
の
魅
力
を
市
民
ラ
イ
タ
ー
が
集

め
た
情
報
と
と
も
に
お
届
け
し
ま
す
。
受
賞
作
品
は
大
津
の
町
の
そ
こ
か
し
こ
に
登
場
し
ま

す
。
若
者
ら
し
い
胸
キ
ュ
ン
の
作
品
が
た
く
さ
ん
。「
21
文
字
に
出
会
え
る
町
大
津
」
へ

ど
う
ぞ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

は
じ
め
に
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21 characters message of the youth京阪石山坂本線 駅

坂本

松ノ馬場

穴太

滋賀里

南滋賀

近江神宮前

皇子山

別所

三井寺
島ノ関

石場

浜大津

京阪膳所
錦 膳所本町

中ノ庄

瓦ヶ浜
粟津

京阪石山
唐橋前

石山寺

石坂線（正式名称…石山坂本線）は、
大津電車軌道株式会社により大正２
（1913）年 3 月 1 日大津（現・浜大津）
－膳所（現・膳所本町）間が開業した
のが始まりです。その後、昭和２(1927)
年 1 月 21 日には太湖汽船株式会社を合
併（琵琶湖鉄道汽船株式会社を設立）
するなど順次路線を延ばしていき、昭
和２年９月 10 日現在の姿である坂本－
蛍谷（現・石山寺）間が開通しました。
そして、昭和４年４月 11 日京阪電気鉄
道株式会社に合併しています。
終端の坂本－石山寺間 14.1ｋｍを片道
30 分余りで運行。石坂線の利用者は 1
日約 3万 5000 人。
朝夕は通勤通学の足として、昼間は沿
線市民のかけがえのない足として、２
両編成の小型電車がコトコトと走って
います。
地元では、「いしざか線」「いっさか線」
と親しげに呼ばれていて、電車が走る
町にしかない風景、匂いは、人々の心
にいつまでも残っています。町の名わ
き役である電車、次はあなたのどんな
場面で登場するのでしょうか。

京阪石山坂本線とは

　町を訪れる方々に、ぜひとも紹介したいと思う「こと、人、もの」を地元の「市民ライター」たちが自分の足を使って

探しました。それぞれが地域情報誌や自身のブログなどで地元の情報を発信し続けている方々です。松尾芭蕉、百人一首、

大津絵、膳所茶、琵琶湖岸など大津にまつわるユニークな題材たちです。

　電車が好きな人、沿線の景観が好きな人、歴史が好きな人、生活者として大津の利便性を紹介する人。思いはそれぞれ

ですが「地元を愛すればこそ」の思いに溢れた記事が集まりました。写真もプロではないですが各自が撮影したことで拘

りが伝われば嬉しいです。

　この情報を片手に大津を歩いて、訪問者の方がまた新たな発見をして情報発信してくださることも願っています。
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21 characters message of the youth
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京
阪
電
車
石
坂
線
の
終
点
「
石
山
寺
駅
」
下

車
。

　

石
山
寺
の
方
へ
向
か
お
う
と
し
て
す
ぐ
目
に

入
る
の
が
朱
の
鳥
居
で
す
。
こ
こ
は
、
白
菊
大

明
神
・
白
鬚
大
明
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
稲
荷
神

社
。
京
阪
電
車
の
社
員
さ
ん
の
名
前
も
掲
げ
ら

れ
て
あ
り
、
安
全
に
ご
利
益
が
あ
る
の
か
、
大

津
線
と
も
関
係
が
深
い
事
を
感
じ
ま
す
。

　

春
、
石
山
寺
ま
で
の
参
道
は
見
事
な
桜
並
木

と
な
り
ま
す
。

　
「
花
の
命
は
短
く
て
」、
タ
イ
ミ
ン
グ
が
合
わ

ず
に
時
が
過
ぎ
る
と
桜
の
季
節
が
終
わ
っ
て
し

ま
う
。
そ
ん
な
時
は
、
石
山
寺
駅
前
で
比
較
的

長
い
間
花
を
咲
か
せ
る
遅
咲
き
の
八
重
桜
も
楽

石
山
寺
駅

21 characters message of the youth

岡
薗
美
千
代

見事な桜並木が並ぶ参道を行き着くと、出迎えてくれるのは歴史を感じる石
山寺の山門

駅前にある八重桜は遅咲きで長い間花を咲かせてく
れる

石山寺駅前稲荷神社。とても小さな神社ですが、朱の鳥居が気持
ちをひきしめてくれます

し
め
ま
す
。
石
山
寺
参
拝
前
に
の
ん
び
り
と
ベ

ン
チ
に
座
っ
て
英
気
を
養
う
も
良
し
、
帰
り
際

に
の
ん
び
り
と
お
茶
で
も
飲
む
も
良
し
で
し
ょ

う
。

　

石
山
寺
は
、
初
春
に
は
梅
、
春
は
桜
、
晩
春

に
は
躑
躅
（
つ
つ
じ
）、
初
夏
は
菖
蒲…

と
目

に
美
し
い
花
が
次
々
と
咲
き
誇
り
、
秋
に
は
紅

葉
の
名
所
と
な
り
ま
す
。
参
拝
の
あ
と
は
、
名

物
し
じ
み
飯
で
腹
ご
し
ら
え
、
門
前
茶
屋
で
お

し
ゃ
べ
り
と
、
楽
し
い
ひ
と
と
き
が
過
ご
せ
ま

す
。

参拝のあとは、ゆっくりと門前でおしゃべりをして過ごせます
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唐
橋
前
駅
を
下
車
し
て
目
に
入
る
踏
切
の
あ

る
通
り
は
旧
東
海
道
。
な
る
ほ
ど
、
瀬
田
川
方

向
に
向
か
っ
て
歩
け
ば
、
左
右
に
風
情
を
感
じ

る
建
物
も
ち
ら
ほ
ら
。
国
道
4
2
2
号
の
向
こ

う
に
は
擬
宝
珠
の
つ
い
た
ク
リ
ー
ム
色
の
「
瀬

田
の
唐
橋
」
が
伸
び
て
い
ま
す
。

　

東
海
道
を
通
る
に
は
、
こ
こ
「
瀬
田
の
唐
橋
」

を
渡
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
唐
橋
を
制
す
る

者
は
天
下
を
制
す
る
」
と
も
言
わ
れ
た
の
は
、

交
通
の
要
衝
で
あ
り
京
都
防
衛
上
の
重
要
地
で

も
あ
っ
た
か
ら
だ
と
か
。
ま
た
「
近
江
八
景
」

の
一
つ
「
瀬
田
の
夕
照
」
は
、
唐
橋
か
ら
眺
め

る
琵
琶
湖
の
夕
景
を
賛
美
し
た
も
の
で
す
。

　

さ
ら
に
進
め
ば
、
珍
し
い
「
た
に
し
あ
め
」

の
お
店
も
見
え
て
き
ま
す
。
夕
暮
れ
時
、
ぶ
ら

ぶ
ら
と
旧
東
海
道
を
歩
い
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。

唐
橋
前
駅

21 characters message of the youth

岡
薗
美
千
代

唐橋駅を下車するとすぐにある踏切には、「瀬田の唐橋」、「旧東
海道」の標識があり、どことなく風情を感じる風景が並ぶ

旧東海道沿いにある「たにし飴」の
看板は、風景になじんだ趣がある

昔ながらの趣を感じる東海道を通るには通行が必須な「瀬田の唐橋」

旧東海道界隈には、近年まで和菓子屋・茶店、ヴォー
リズ建築がありましたが、今ではこの店だけが当時
の雰囲気を残しています

現在は美しいフォルムを持つ橋へと変わり交通量も
多くなりましたが、長く使われ続けている擬宝珠が
その歴史を感じさせてくれる
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京
阪
石
山
駅
は
、
J
R
石

山
駅
と
の
区
別
の
た
め
に「
京

阪
」
と
冠
が
つ
い
て
い
ま
す
。

こ
の
駅
は
、
京
阪
大
津
線
の

中
で
唯
一
の
J
R
琵
琶
湖
線

新
快
速
と
の
連
絡
駅
。

2
0
0
5
年
ま
で
は
1
3
0

メ
ー
ト
ル
程
離
れ
た
石
山
寺

方
向
に
カ
ー
ブ
し
た
場
所
に

ホ
ー
ム
が
あ
り
ま
し
た
が
、

現
在
は
雨
に
濡
れ
る
こ
と
な

く
J
R
に
乗
り
継
ぐ
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

ペ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
で

は
、
地
元
自
治
会
が
没
後

3
0
0
年
を
前
に
し
た

1
9
9
3
年
に
建
立
し
た
松

尾
芭
蕉
像
が
お
出
迎
え
。
切

符
売
り
場
の
横
に
は
大
津
観

光
協
会
、
居
酒
屋
、
バ
ス
タ
ー

ミ
ナ
ル
へ
と
つ
な
が
っ
て
い

る
主
要
駅
で
す
。

　

ま
た
駅
前
に
は
、
か
つ
て
「
石
山
銀
座
」
と

呼
ば
れ
た
商
店
街
が
旧
東
海
道
沿
い
に
伸
び
、

昭
和
の
香
を
感
じ
さ
せ
る
店
が
建
ち
並
ん
で
い

ま
す
。

　

浜
大
津
方
向
か
ら
、
京
阪
石
山
駅
に
入
る
手

前
、
ゴ
ー
と
い
う
音
が
し
て
J
R
と
交
差
し
、

J
R
の
線
路
、
石
山
駅
構
内
を
眼
下
に
見
下
ろ

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
鉄
道
フ
ァ
ン
な
ら
ず
と

も
、
こ
の
風
景
は
圧
巻
で
す
。

京
阪
石
山
駅

21 characters message of the youth

岡
薗
美
千
代

6 本の線路を一気に跨ぐ鉄橋を走る京阪電車

駅
の
ペ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
で
は
、
こ
の
地
に
ゆ
か
り
の
あ

る
松
尾
芭
蕉
の
銅
像
が
お
出
迎
え

粟津駅‐京阪石山駅では JR の線路が見下ろすことがで
きる

バス路線ともなっている旧東海道の商店街。かつては映画館
もあった
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粟
津
駅
を
下
車
し
て
び
わ
湖
方
向
に
真
っ
す

ぐ
歩
き
ま
す
。
最
初
の
信
号
の
右
方
向
へ
ゆ
る

や
か
に
カ
ー
ブ
の
続
く
道
は
旧
東
海
道
。
道
沿

い
に
は
、
近
江
八
景
「
粟
津
の
晴
嵐
」
の
名
残

を
わ
ず
か
に
残
す
松
の
木
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

旧
東
海
道
の
瀬
田
か
ら
膳
所
に
か
け
て
、
琵

琶
湖
岸
に
松
並
木
が
続
き
、「
晴
れ
た
日
の
嵐
」

と
い
う
特
異
な
自
然
現
象
に
松
が
な
び
く
姿
が

人
々
の
心
を
捉
え
た
の
で
し
ょ
う
。
現
在
は
、

さ
ら
に
湖
岸
へ
と
進
み
瀬
田
川
と
琵
琶
湖
の
河

川
管
理
環
境
の
看
板
が
あ
る
所
を
さ
ら
に
進
ん

だ
先
の
整
備
さ
れ
た
な
ぎ
さ
公
園
に
「
粟
津
の

晴
嵐
」
が
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。
松
の
木
を
背

に
び
わ
湖
を
眺
め
れ
ば
、
時
の
流
れ
を
忘
れ
て

し
ま
い
そ
う
で
す
。

粟
津
駅

21 characters message of the youth

岡
薗
美
千
代

粟津駅を琵琶湖方面に歩くとある、緩やかなカーブの旧東海道

なぎさ公園に復元された「粟津の晴嵐」を案内する石碑

意外に知られていない瀬田川と琵琶湖の境界

境
界
あ
た
り
か
ら
水
辺
を
眺
め
れ
ば
、
少
し
ず
つ
対

岸
が
遠
く
な
っ
て
い
く
様
子
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
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篠
津
神
社
か
ら
曲
が
り
町
家
風
の
家
並
み
を

抜
け
る
と
、
建
物
は
残
っ
て
い
な
い
が
勢
多
中

番
舎
跡
の
小
さ
な
勢
多
口
跡
の
碑
が
、
一
般
家

屋
に
紛
れ
て
目
立
た
な
い
が
建
っ
て
い
る
。
気

を
つ
け
な
い
と
見
過
ご
し
て
し
ま
い
そ
う
。
北

の
大
津
口
、
南
の
瀬
勢
多
口
の
２
カ
所
に
惣
門

が
置
か
れ
、
城
下
を
通
る
人
を
監
視
し
て
い
た

と
か
。
城
下
や
都
の
警
護
に
徹
底
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　

そ
し
て
、
瓦
ヶ
浜
駅
か
ら
東
へ
向
か
っ
て
徒

歩
約
５
分
の
と
こ
ろ
に
蘆
花
浅
水
荘
（
ろ
か
せ

ん
す
い
そ
う
）
が
あ
る
。
落
ち
着
い
た
門
構
え

か
ら
は
、
新
緑
に
光
る
楓
が
見
え
秋
に
は
紅
葉

す
る
。
こ
こ
は
明
治
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
京
都

画
壇
で
活
躍
し
た
日
本
画
家
、
山
元
春
挙
が
大

正
期
に
自
ら
設
計
し
建
て
た
別
荘
。
書
院
造
り

に
茶
室
を
点
在
さ
せ
数
寄
屋
造
り
を
基
調
と

し
、
趣
向
を
凝
ら
し
た
竹
づ
く
し
の
間
や
２
階

に
は
暖
炉
を
備
え
た
洋
間
形
式
の
ア
ト
リ
エ
も

あ
り
、
遊
び
心
の
あ
る
春
挙
の
世
界
が
広
が
る

建
物
だ
。
庭
は
今
で
は
湖
岸
道
路
に
遮
ら
れ
て

い
る
が
、
か
つ
て
は
琵
琶
湖
を
借
景
と
し
た
名

庭
園
だ
っ
た
と
か
。

　

瓦
ヶ
浜
駅
を
下
車
し
線
路
沿
い
に
細
い
道
を

瓦
ヶ
浜
駅

21 characters message of the youth

梅
沢
郁
子

京都画壇で活躍した日本画家、山元春挙が大正期に自ら設計し建てた別荘、
蘆花浅水荘

勢
多
中
番
舎
跡
の
小
さ
な
勢
多
口
跡
の
碑
。
一
般

家
屋
に
紛
れ
て
目
立
た
な
い
の
で
、
気
を
つ
け
な

い
と
見
過
ご
し
て
し
ま
う
の
で
ご
注
意

江戸中期に一度途絶え、大正時代に復興した膳
所焼の伝統を伝える「膳所焼美術館」では、抹
茶も楽しめる

２
分
ほ
ど
歩
く
と
膳
所
焼
美
術
館
が
あ
る
。
江

戸
時
代
の
初
期
よ
り
膳
所
藩
の
お
庭
焼
き
と
し

て
、
ま
た
遠
州
七
窯
の
一
つ
と
し
て
茶
人
の
間

で
は
愛
さ
れ
て
き
た
。
江
戸
中
期
に
一
度
途
絶

え
た
が
、
大
正
8
年
（
1
9
1
9
年
）
地
元
膳

所
の
廃
窯
を
惜
し
む
岩
崎
健
三
や
友
人
の
山
元

春
挙
の
尽
力
も
あ
り
復
興
。
美
術
館
の
奥
主(

お

く
ぬ
し)

悟
さ
ん
は
、「
復
興
し
て
約
１
０
０
年

を
迎
え
る
が
、
膳
所
焼
の
伝
統
を
伝
え
る
と
と

も
に
気
軽
に
お
茶
を
楽
し
め
る
普
段
使
い
の
茶

器
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
き
た
い
」
と
言
う
。

展
示
室
に
並
ぶ
水
差
し
や
茶
入
れ
は
、
た
お
や

か
で
端
正
な
左
右
対
称
の
薄
口
で
鉄
釉
を
か
け

た
黒
味
を
帯
び
、
伝
統
を
感
じ
さ
せ
る
。
中
に

は
「
山
元
春
挙
」
が
絵
付
け
し
た
作
品
も
。
美

術
館
に
は
手
入
れ
の
行
き
届
い
た
新
緑
の
庭
も

あ
り
、
苔
深
い
庭
を
眺
め
な
が
ら
、
独
立
し
た

茶
室
で
は
膳
所
焼
で
お
抹
茶
も
ゆ
っ
た
り
と
楽

し
め
る
。
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中
ノ
庄
駅
か
ら
西
に
二
筋
目
の
土
塀
の
残
る

通
り
は
、
今
も
膳
所
城
下
の
雰
囲
気
を
残
し
て

い
る
。
旧
東
海
道
が
直
角
に
曲
が
る
こ
と
を
案

内
す
る
直
角
に
曲
が
る
道
路
表
示
は
、
中
ノ
庄

駅
か
ら
瓦
ヶ
浜
駅
へ
の
途
中
の
も
の
だ
が
ほ
か

に
も
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
外
部
か
ら
の
侵
入
に

備
え
た
城
下
町
特
有
の
町
づ
く
り
の
た
め
で
、

筋
違
い
の
道
、
袋
小
路
な
ど
も
多
い
。

　

中
ノ
庄
駅
か
ら
東
に
５
分
ほ
ど
歩
い
た
旧
東

海
道
沿
い
に
あ
る
篠
津
神
社
。
歴
史
は
古
く
表

門
は
明
治
５
年
（
1
8
7
2
年
）
膳
所
城
の
北

大
手
門
を
移
築
し
た
も
の
。
重
厚
な
作
り
で
往

時
の
膳
所
城
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
神
社

の
参
道
は
長
く
本
殿
脇
に
は
大
き
な
楠
２
本
が

そ
び
え
、
風
格
の
あ
る
神
社
だ
。

　

中
ノ
庄
駅
を
下
車
し
東
に
徒
歩
約
２
分
、
旧

東
海
道
に
面
し
て
老
舗
の
「
亀
屋
廣
房
」
の
看

板
が
目
に
入
る
。
江
戸
時
代
創
業
の
京
菓
子
の

老
舗
「
亀
末
広
」
か
ら
1
9
4
1
年
、
の
れ
ん

分
け
を
し
て
開
店
し
、
以
来
琵
琶
湖
や
膳
所
城

に
因
ん
だ
菓
子
作
り
を
し
て
い
る
。
今
年
５
月

に
新
し
く
な
っ
た
「
ふ
や
き
煎
餅　

近
江
八
景
」

は
、
こ
れ
ま
で
と
は
原
料
を
変
え
て
近
江
の
羽

二
重
餅
粉
1
0
0
％
に
し
、「
お
い
し
が
、
う

れ
し
が
」
と
文
字
通
り
す
べ
て
滋
賀
県
産
を
使

用
し
て
い
る
。
口
に
す
る
と
サ
ク
ッ
と
し
て
、

中
ノ
庄
駅

21 characters message of the youth

梅
沢
郁
子

旧東海道に面した和菓子の老舗「亀屋廣房」

今も膳所城下の雰囲気を残している土塀の残
る通り

数ヵ所に見られる、旧東海道が直角に曲が
ることを案内する道路表示

膳
所
城
の
北
大
手
門
を
移
築
し
た
篠
津
神
社
。
重
厚

な
作
り
で
往
時
の
膳
所
城
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る

「亀屋廣房」で販売されてい
る「ふやき煎餅近江八景」

ほ
の
か
な
甘
味
と
味
噌
の
味
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ

て
口
中
に
広
が
る
。
ほ
か
に
黄
身
餡
焼
き
菓
子

の
「
丹
保
の
菊
」
や
膳
所
城
の
別
名
「
石
鹿
城
」

か
ら
名
を
取
っ
た
「
せ
き
ろ
く
」、
膳
所
藩
に

因
ん
だ
「
膳
所
城
六
萬
石
最
中
」
も
あ
る
。

　
「
売
っ
て
よ
か
っ
た
で
は
な
く
、
お
客
様
に

買
っ
て
よ
か
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
お
菓
子
づ
く

り
を
目
指
し
、
常
に
進
化
し
続
け
る
こ
の
「
研

究
熱
心
な
和
菓
子
屋
さ
ん
」
に
何
度
で
も
足
を

運
び
た
く
な
っ
た
。
お
菓
子
を
い
た
だ
き
な
が

ら
、
往
時
の
膳
所
城
に
思
い
を
馳
せ
る
の
も
い

い
も
の
で
あ
る
。
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膳
所
本
町
駅
を
下
車
し
て
、
東
に
約
１
分
の

と
こ
ろ
に
膳
所
神
社
は
あ
る
。
神
社
の
表
門
は

膳
所
城
の
門
が
移
築
さ
れ
た
も
の
。
本
瓦
葺
き

の
高
麗
門
が
遺
構
だ
。
新
緑
の
木
々
に
お
お
わ

れ
た
境
内
に
、
膳
所
城
の
面
影
を
感
じ
さ
せ
て

く
れ
る
。
そ
し
て
、
膳
所
本
町
駅
を
下
車
し
琵

琶
湖
に
向
か
っ
て
約
6
分
ほ
ど
で
膳
所
城
跡
公

園
に
着
く
。
膳
所
城
は
慶
長
6
年
（
1
6
0
1

年
）
関
ケ
原
の
合
戦
後
最
初
に
作
ら
れ
、
相
模

川
河
口
の
膳
所
埼 （
ぜ
ぜ
が
さ
き
）
に
築
か
れ

た
城
だ
。
別
名
石
鹿
（
せ
き
ろ
く
）
城
。
本
丸

は
四
層
を
備
え
琵
琶
湖
に
突
き
出
た
水
城
で

あ
っ
た
。
明
治
3
年(
1
8
7
0
年)

4
月
諸

藩
に
先
駆
け
て
廃
城
願
い
を
提
出
。
湖
に
浮
ぶ

優
美
な
城
は
取
り
壊
さ
れ
た
。
陸
続
き
と
な
っ

た
本
丸
跡
は
膳
所
城
跡
公
園
と
し
て
整
備
さ

れ
、
湖
岸
に
当
時
が
し
の
ば
れ
る
石
垣
が
わ
ず

か
に
残
っ
て
い
る
。
園
内
を
進
み
湖
岸
に
出
る

と
真
っ
青
な
湖
の
向
こ
う
に
近
江
富
士
が
く
っ

き
り
と
見
え
る
。
代
々
の
藩
主
が
見
た
雄
大
な

景
色
は
ど
ん
な
だ
っ
た
の
か
、
心
が
な
ご
む
も

の
で
は
な
か
っ
た
か
、
思
い
を
は
せ
る
こ
と
が

で
き
る
と
こ
ろ
だ
。
現
在
は
釣
り
人
が
糸
を
垂

れ
た
り
、
お
弁
当
を
広
げ
た
り
市
民
の
憩
い
の

膳
所
本
町
駅

21 characters message of the youth

梅
沢
郁
子

場
に
な
っ
て
い
る
。

　

膳
所
本
町
駅
か
ら
琵
琶
湖
に
向
か
っ
て
徒
歩

約
1
分
、膳
所
神
社
の
向
か
い
に
あ
る
の
が
「
冨

永
園
茶
舗
」。「
冨
永
園
」
の
歴
史
は
長
い
が
先

代
よ
り
茶
の
販
売
を
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
は

膳
所
藩
城
下
で
琵
琶
湖
を
望
む
柿
ヶ
坂
の
一
帯

に
は
緑
の
茶
園
が
広
が
り
、
良
質
の
お
茶
を
産

「富永園茶舗」で販売されている、
膳所茶。黒船の絵があしらわれた、
パッケージはどことなく異国情緒を
感じる

江
戸
時
代
か
ら
の
膳
所
茶
を
復
興
さ
せ
た
「
富
永
園
茶
舗
」

膳
所
神
社
の
鳥
居
の
奥
に
は
、
膳
所
城
の
面
影
を
残
す
、
膳

所
城
か
ら
移
築
さ
れ
た
本
瓦
葺
き
の
高
麗
門
が
あ
る

膳所城がしのばれる膳所城跡公園にある「膳所城跡」の石碑　　

出
し
て
い
た
。
こ
の
お
茶
に
ま
つ
わ
る
史
実
を

知
っ
た
店
主
が
、
ぜ
ひ
当
時
の
膳
所
茶
の
復
興

を
し
た
い
と
思
い
、
試
行
錯
誤
。
香
ば
し
い
お

茶
の
生
産
に
励
み
、
20
年
ほ
ど
前
に
往
時
を
し

の
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
茶
を
復
興
。
膳
所
茶
の

パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
は
黒
船
の
絵
を
あ
し
ら
い

「
J
A
P
A
N
E
S
E  

T
E
A
」
と
刻
印
さ

れ
て
店
頭
に
並
ん
で
い
る
。
ペ
リ
ー
が
黒
船
で

開
国
を
求
め
て
来
航
し
た
時
に
献
上
さ
れ
た
お

茶
で
や
や
強
い
香
り
、
さ
わ
や
か
な
渋
み
と
自

然
で
野
性
的
な
風
味
は
、
何
か
ホ
ッ
と
す
る
安

ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
。
ペ
リ
ー
の
逸
話
と
共

に
時
代
を
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
す
る
よ
う
な
気
分

だ
。
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錦
駅
か
ら
琵
琶
湖
に
向
か
っ
て
歩
く
こ
と
約

15
分
。
湖
岸
に
立
つ
高
層
ビ
ル
が
び
わ
湖
大
津

プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
で
あ
る
。
世
界
的
建
築
家
で

あ
る
丹
下
健
三
氏
設
計
で
、
一
際
高
く
そ
び
え

立
っ
て
い
な
が
ら
も
、
琵
琶
湖
の
景
色
に
馴
染

ん
で
い
る
。
外
観
だ
け
で
な
く
中
身
も
同
様
で
、

高
級
感
を
備
え
つ
つ
も
、
旅
行
客
だ
け
で
な
く

地
域
に
も
愛
さ
れ
て
い
る
ホ
テ
ル
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
琵
琶
湖
や
大
津
な
ら
で
は
の
も

の
を
宿
泊
客
に
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
、

琵
琶
湖
ク
ル
ー
ズ
の
セ
ッ
ト
プ
ラ
ン
や
、
袴

を
は
い
て
〝
か
る
た
の
聖
地
・
大
津
〞
を
巡

る
プ
ラ
ン
、
琵
琶
湖
を
自
転
車
で
一
周
す
る
人

気
の
「
ビ
ワ
イ
チ
」
を
楽
し
む
た
め
の
レ
ン
タ

サ
イ
ク
ル
付
き
の
プ
ラ
ン
も
用
意
さ
れ
て
い

る
。

　

2
0
1
9
年
に
30
周
年
を
迎
え
る
た
め
に
、

現
在
客
室
な
ど
の
改
装
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。

37
階
に
新
し
く
オ
ー
プ
ン
し
た
ブ
ュ
ッ
フ
ェ
レ

ス
ト
ラ
ン
「
B
i
o
n
a
」
は
、
地
域
の
人
に

も
人
気
。
地
元
野
菜
を
取
り
入
れ
た
メ
ニ
ュ
ー

や
、
立
命
館
大
学
教
授
監
修
の
健
康
的
メ

ニ
ュ
ー
も
あ
る
。

　

家
族
連
れ
の
宿
泊
客
や
地
域
の
子
供
も
参
加

で
き
る
イ
ベ
ン
ト
も
多
数
企
画
さ
れ
て
お
り
、

夏
休
み
に
は
〝
子
供
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〞
と

し
て
職
業
体
験
が 

で
き
る 

。
ま
た
美
し
い
プ
ー

ル
と
プ
ー
ル
サ
イ
ド
で
の
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
も
人

気
。

錦
　
駅

21 characters message of the youth

新
山
友
希
美

　

宿
泊
も
食
事
も
イ
ベ
ン
ト
も
楽
し
め
る
大
津

に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

錦
駅
改
札
を
出
て
左
手
（
西
）
に
1
0
0
ｍ

ほ
ど
歩
く
と
相
模
川
が
あ
る
。
橋
か
ら
左（
北
）

に
川
沿
い
を
見
る
と
、
道
の
真
ん
中
に
大
き
な

銀
杏
の
木
が
あ
る
。
室
町
時
代
草
庵
を
営
ん
だ

禅
僧
が
こ
の
地
を
霊
地
と
し
、
湖
上
交
通
の
目

印
と
な
る
よ
う
に
植
え
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
切
っ
て
は
だ
め
と
さ
れ
、
道
や
家
並
み

も
こ
の
樹
を
避
け
て
作
ら
れ
て
い
る
。
左
奥
の

湖
方
面
に
目
を
や
る
と
、
そ
び
え
立
つ
び
わ
湖

大
津
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
が
見
え
る
。

びわ湖大津プリンスホテル 37階に新し
くオープンしたビュッフェレストラン
「Biona」は琵琶湖を見渡しながら食事
ができる

道
の
真
ん
中
に
あ
る
イ
チ
ョ
ウ
の
木

琵琶湖岸に建つ世界的建築家・丹下健三氏
設計のびわ湖大津プリンスホテル

初夏、びわ湖大津プリンスホテル近くの湖岸なぎさ
公園プロムナードは、約 50,000 株のシバザクラの
ピンクのじゅうたんに包まれる

北向地蔵尊

　

す
ぐ
近
く
に
は
、
お
参
り
す
る
人
が
絶
え
な

い
「
北
向
地
蔵
尊
」
が
あ
る
。
謂
れ
は
定
か
で

は
な
い
そ
う
だ
が
ご
利
益
は
確
か
な
も
の
だ

と
、
地
蔵
堂
の
前
の
「
お
好
み
焼
き
」
の
店
主

は
語
る
。「
ほ
か
に
店
が
無
い
せ
い
か
、
プ
リ

ン
ス
ホ
テ
ル
へ
の
道
を
尋
ね
て
く
る
人
が
多

い
」
の
だ
そ
う
。
地
域
の
自
治
会
が
地
蔵
さ
ん

の
管
理
を
さ
れ
て
お
り
大
変
丁
寧
に
祭
ら
れ
て

い
る
。
毎
年
節
分
に
は
、
家
内
安
全
や
無
病
息

災
祈
願
の
護
摩
法
要
が
山
伏
に
よ
っ
て
執
り
行

わ
れ
る
。
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石
場
駅
と
京
阪
膳
所
駅
の
中
間
に
位
置
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
駅
か
ら
徒
歩
10
分
の
と
こ
ろ
に
あ

る
地
域
密
着
型
の
「
西
武
大
津
店
」
が
最
近
力

を
入
れ
て
い
る
の
は
、
地
域
の
子
育
て
支
援
。

5
階
の
子
供
用
品
を
扱
う
フ
ロ
ア
に
は
、
地
域

の
子
供
や
親
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
、
育
マ
マ
セ

ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
訪
れ
た
親
子
が

成
長
で
き
、
ま
た
交
流
で
き
る
場
を
目
指
し
て

つ
く
ら
れ
た
こ
の
セ
ン
タ
ー
は
、
平
日
で
も
一

日
1
0
0
組
ほ
ど
の
利
用
者
が
あ
る
人
気
の
ス

ポ
ッ
ト
。

　

円
形
の
ス
ペ
ー
ス
の
中
央
で
子
供
が
遊
び
、

そ
れ
を
親
が
周
り
か
ら
見
守
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
大
津
が
湖
の
町
で
あ

る
こ
と
を
ヒ
ン
ト
に
、
同
じ
く
湖
の
多
い
北
欧

を
コ
ン
セ
プ
ト
に
し
た
デ
ザ
イ
ン
が
ち
り
ば
め

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
天
井
を
見
上
げ
る
と
、

グ
リ
ム
童
話
が
描
か
れ
て
あ
り
、
何
の
話
か
見

つ
け
る
の
も
楽
し
い
。
8
0
0
冊
も
の
絵
本
や

木
の
お
も
ち
ゃ
な
ど
は
担
当
者
が
1
つ
1
つ
セ

レ
ク
ト
し
た
も
の
。
お
ま
ま
ご
と
コ
ー
ナ
ー
の

つ
く
り
や
、
ソ
フ
ァ
ー
の
高
さ
に
い
た
る
ま
で
、

こ
だ
わ
り
が
見
ら
れ
る
。

京
阪
膳
所
駅

21 characters message of the youth

新
山
友
希
美

　

ま
た
、
京
阪
膳
所
駅
よ
り
湖
岸
に
向
か
っ
て

約
5
分
、
住
宅
街
の
中
に
静
か
に
た
た
ず
ん
で

い
る
の
が
「
義
仲
寺
」。
義
仲
寺
は
そ
の
名
の

と
お
り
、
木
曽
義
仲
公
ゆ
か
り
の
寺
で
、
こ
の

地
で
討
ち
死
し
た
義
仲
公
の
亡
骸
が
埋
葬
さ
れ

て
い
る
。

　

義
仲
公
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
こ
こ
に
美
し

い
尼
僧
が
草
庵
を
結
び
、
そ
の
尼
僧
が
「
わ
れ

は
名
も
無
き
女
性
」
と
答
え
た
と
の
言
い
伝
え

か
ら
、
そ
の
庵
は
無
名
庵
と
呼
ば
れ
た
が
、
そ

の
尼
僧
は
実
は
義
仲
公
の
側
室
巴
御
前
だ
っ
た

と
い
わ
れ
、
巴
寺
と
も
呼
ば
れ
た
。
鎌
倉
時
代

後
期
に
は
、
義
仲
寺
と
呼
ば
れ
て
い
た
記
録
が

残
っ
て
い
る
。

　

江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
こ
の
地
を
愛
し
た
俳

人
芭
蕉
翁
は
、
無
名
庵
を
頻
繁
に
訪
れ
、
遺
言

と
し
て
こ
こ
に
葬
る
よ
う
に
言
っ
た
こ
と
か

ら
、
義
仲
公
の
墓
の
横
に
は
、
芭
蕉
翁
の
墓
も

あ
る
。
芭
蕉
翁
を
奉
る
翁
堂
の
天
井
に
は
伊
藤

若
沖
の
「
四
季
花
卉
」
の
図
を
見
る
こ
と
も
で

き
る
。

地域密着型の「西武大津店」

木曽義仲公を奉る「義仲寺」の朝日堂

「義仲寺」のもととなった草庵を結んだとい
われる巴御前の塚

「義仲寺」の木曽義仲公の墓
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京
阪
石
場
駅
で
下
車
し
て
琵
琶
湖
ホ
ー
ル
に

向
か
う
と
き
信
号
で
立
ち
止
ま
る
と
、
信
号
待

ち
の
人
が
雑
草
取
り
や
花
が
ら
摘
み
を
し
て
い

る
姿
を
見
か
け
る
花
壇
が
傍
ら
に
あ
る
。　

　

も
と
も
と
は
、
京
阪
石
坂
線
の
各
駅
を
、
乗

客
や
市
民
の
交
流
を
目
指
す
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
と
し
て
2
0
0
2
年
に
設
置

さ
れ
た
花
壇
だ
。
紫
式
部
ゆ
か
り
の
打
出
の
浜

と
言
う
こ
と
で
船
と
港
に
見
立
て
た
石
を
配
置

し
、「
コ
ム
ラ
サ
キ
シ
キ
ブ
」
な
ど
が
植
え
ら

れ
て
い
る
こ
こ
を
「
紫
の
庭
」
と
い
う
。

　

ホ
ー
ル
に
向
か
う
左
手
に
あ
る
「
コ
ラ
ボ
し

が
」
に
は
、
足
元
に
波
を
か
た
ど
っ
た
瓦
の
前

に
可
憐
な
花
が
植
え
ら
れ
た
「
さ
ざ
波
の
庭
」。

ホ
ー
ル
を
眼
前
に
し
て
左
手
を
見
や
る
と
、
琵

琶
湖
を
背
景
に
し
て
４
つ
の
カ
フ
ェ
が
軒
を
並

べ
る
「
な
ぎ
さ
の
テ
ラ
ス
」
前
に
、
蒼
い
琵
琶

湖
と
空
を
借
景
と
し
て
多
彩
な
花
が
目
を
和
ま

せ
る
修
景
花
壇
「
式
部
の
庭
」
が
あ
る
。「
西

洋
ジ
ュ
ウ
ニ
ヒ
ト
エ
」「
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
」「
ア
ジ

サ
イ
」
な
ど
で
四
季
を
楽
し
め
る
。
歩
を
進
め

湖
岸
に
出
て
、
遊
歩
道
を
右
手
に
進
む
と
「
び

石
場
駅

21 characters message of the youth

ふ
く
い
み
ち
こ

わ
湖
ホ
ー
ル
」
の
ホ
ワ
イ
エ
の
眼
下
に
位
置
す

る
の
が
「
源
氏
の
庭
」。
こ
れ
ら
の
庭
は
、

1
0
0
0
年
ほ
ど
前
、
打
出
の
浜
か
ら
若
狭
へ

旅
立
ち
、
後
に
「
源
氏
物
語
」
を
記
し
た
紫
式

部
に
ち
な
ん
だ
も
の
だ
。

　
「
源
氏
の
庭
」
は
、
源
氏
物
語
の
54
帖
を
形

ど
っ
た
「
源
氏
香
」
が
テ
ー
マ
で
、
大
津
に
関

係
の
あ
る
源
氏
と
空
蝉
が
逢
坂
の
関
で
出
会
う

「
関
屋
」、
大
津
祭
源
氏
山
「
須
磨
」
な
ど
ゆ
か

り
の
形
を
タ
マ
ツ
ゲ
で
刈
込
花
壇
と
し
て
作

庭
。
そ
の
間
に
絶
滅
危
惧
種
、
希
少
種
と
言
わ

れ
る
「
ム
ラ
サ
キ
」「
フ
ジ
バ
カ
マ
」
な
ど
、

物
語
に
ゆ
か
り
の
花
々
を
植
栽
し
て
い
る
。
多

数
の
関
係
者
の
協
力
に
よ
り
2
0
0
9
年
に
3

つ
の
庭
を
作
庭
。
2
0
0
2
年
の
紫
の
庭
と
合

わ
せ
て
4
つ
の
庭
が
生
ま
れ
た
。

　

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
市
民
で
行
っ
て
い
る
こ
と

も
特
徴
で
、「
石
場
駅
」
を
最
寄
と
す
る
企
業
、 

団
体
、
地
域
住
民
、
商
店
街
な
ど
17
の
団
体
か

ら
な
る「
石
場
ク
ラ
ブ
」が
、年
数
回
の
草
引
き
、

枝
の
刈
込
、
花
苗
植
え
等
を 

行
っ
て
い
る
。
周

辺
企
業
で
も
会
社
の
前
の
花
壇
を
主
に
「
紫
色

の
花
」
を
植
栽
。
石
場
駅
を
お
り
た
ら
「
な
ぜ

か
紫
色
が
目
が
つ
く
な
あ
」
と
思
い
な
が
ら
歩

い
て
い 

く
と
最
後
に
「
び
わ
湖
ホ
ー
ル
の
源
氏

の
庭
に
種
明
か
し
（
花
壇
の
由
来
）
が
あ
る
」

と
言
う
仕
掛
け
の
、
風
雅
な
道
だ
。

「紫の庭」と言われる石場駅にある花壇は、近くで信号
待ちをしている人達の目を楽しませてくれる

紫の道を象徴する「ムラサキ」の華
憐な花

地元の人が集う「源氏の庭」
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島
ノ
関
駅
に
降
り
立
ち
、
脇
の
道
を
山
側

（
南
）
に
向
か
う
と
滋
賀
県
庁
（
国
登
録
有
形

文
化
財
）
の
重
厚
な
建
物
に
突
き
当
た
る
。
手

前
に
は
奈
良
時
代
創
建
と
言
う
天
孫
神
社
が
あ

り
、
秋
の
祭
礼
「
大
津
祭
」
は
湖
国
三
大
祭
の

一
つ
で
、
曳
山
行
事
が
国
指
定
文
化
財
と
な
っ

て
い
る
。
東
海
道
な
ど
江
戸
の
古
い
町
並
み
も

残
る
東
西
の
道
筋
と
交
差
し
て
い
る
、
ゆ
っ
た

り
し
た
時
間
の
流
れ
を
肌
で
感
じ
る
町
だ
。

　

線
路
を
隔
て
て
湖
側
に
立
ち
、県
道
18
号
（
通

称
：
湖
岸
道
路
）
沿
い
の
フ
ェ
ン
ス
内
の
線
路

に
目
を
見
や
る
と
石
場
駅
か
ら
黒
っ
ぽ
い
大
き

な
石
が
直
線
で
埋
め
込
ま
れ
て
い
て
、
浜
大
津

方
面
ま
で
続
く
。
こ
の
石
は
琵
琶
湖
岸
の
石
垣

の
も
の
で
、
な
ん
と
線
路
際
ま
で
が
湖
！
だ
っ

た
の
だ
。
隣
の
石
場
駅
と
の
間
に
は
「
小
舟
入

川
橋
」
と
い
う
小
さ
な
橋
が
あ
り
、「
鐵
道
省
」

の
記
載
が
残
さ
れ
て
い
る
。
湖
の
入
り
江
を
ま

た
い
で
国
鉄
（
現
京
阪
）
の
線
路
が
先
に
で
き
、

今
も
残
る
大
津
港
の
舟
入
の
一
つ
だ
っ
た
「
小

舟
入
り
常
夜
灯
」
の
位
置
ま
で
琵
琶
湖
が
入
り

こ
ん
で
い
た
。
対
岸
の
草
津
か
ら
野
菜
や
米
を

島
ノ
関
駅

21 characters message of the youth

ふ
く
い
み
ち
こ

積
ん
で
き
て
、大
津
の
ま
ち
な
か
に
入
り
、家
々

か
ら
当
時
金
肥
と
言
わ
れ
た
屎
尿
を
持
っ
て
帰

る
小
さ
な
「
肥
え
船
」
が
、
こ
の
橋
の
下
を
往

来
し
て
い
た
と
古
老
か
ら
話
を
聞
い
た
。
湖
の

上
を
電
車
が
走
っ
て
い
た
名
残
で
地
形
的
に
線

路
の
下
が
低
く
な
っ
て
残
っ
て
お
り
、
今
は
花

壇
な
ど
に
な
っ
て
い
る
。

　

戦
後
、
湖
岸
の
埋
め
た
て
が
進
み
国
道

1
6
1
号
線
、
琵
琶
湖
文
化
館
、
の
ち
に
び
わ

湖
ホ
ー
ル
、
ホ
テ
ル
な
ど
が
次
々
と
建
設
さ
れ

近
代
文
化
を
誇
る
街
と
な
っ
た
。
中
で
も
湖
上

線路際の石垣は昔の琵琶湖岸のもの

琵琶湖文化館。左が夢殿を模した博物館　

湖の上を電車が走っていた名残は今では花壇になっ
ている

大
津
港
の
舟
入
の
一
つ
だ
っ
た
「
小
舟
入
り
常
夜
灯
」

に
そ
び
え
る
５
階
建
て
の
琵
琶
湖
文
化
館
は
、

昭
和
36
年
（
1
9
6
1
年
）
に
開
設
。
博
物
館
、

水
族
館
、
植
物
園
、
園
内
プ
ー
ル
が
そ
ろ
っ
た

超
近
代
的
な
複
合
施
設
だ
っ
た
。
屋
上
の
ト
ン

ボ
が
話
題
で
、
開
館
当
時
は
、
夜
に
ト
ン
ボ
の

目
が
点
灯
さ
れ
「
灯
台
」
の
役
目
も
担
っ
て
い

た
。
琵
琶
湖
博
物
館
（
1
9
9
6
年
竣
工
）
が

で
き
る
ま
で
は
淡
水
魚
の
水
族
館
と
し
て
親
し

ま
れ
て
い
た
。
現
在
は
閉
館
し
て
い
る
が
、
法

隆
寺
の
夢
殿
を
模
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
博
物

館
部
分
に
は
「
国
宝
・
重
文
を
含
む
近
江
の
優

れ
た
仏
教
美
術
を
中
心
と
し
た
文
化
財
」
を
収

蔵
し
て
い
る
。
こ
の
収
蔵
品
と
博
物
館
機
能
は

「
新
生
美
術
館
」
に
移
転
継
承
さ
れ
る
。

　

奈
良~

江
戸
が
残
る
町
、
そ
し
て
電
車
の
線

路
を
隔
て
て
近
代
の
文
化
が
息
づ
く
街
。

ま
さ
に
線
路
自
体
が
、
時
間
を
超
え
る
「
時
間

旅
行
・
タ
イ
ム
ト
リ
ッ
プ
」
の
駅
と
も
い
え
る

存
在
だ
。
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浜
大
津
駅
で
電
車
を
降
り
る
と
、
改
札
へ
の

階
段
で
大
き
な
「
大
津
絵
」
が
出
迎
え
る
。
そ

し
て
、
改
札
を
出
て
琵
琶
湖
を
眺
め
る
と
眼
下

に
「
大
津
城
跡
」
の
碑
。
豊
臣
秀
吉
が
築
城
し
、

琵
琶
湖
上
に
天
守
閣
が
そ
び
え
た
水
城
だ
っ

た
。
最
後
の
城
主
、
京
極
高
次
が
こ
の
大
津
城

に
籠
城
し
た
こ
と
が
、
関
ヶ
原
の
合
戦
で
家
康

に
勝
利
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
、
数
年
前
の
大

河
ド
ラ
マ
「
江
」
で
も
注
目
を
浴
び
た
。
左
手

に
は
「
明
日
都
浜
大
津
」
が
あ
り
、壁
面
の
「
藤

娘
」
の
図
か
ら
「
大
津
絵
の
道
」
が
始
ま
る
。

　

大
津
絵
の
道
は
、
昭
和
44
年
に
廃
線
に
な
っ

た
「
江
若
鉄
道
」
の
跡
地
に
遊
歩
道
と
し
て
整

備
さ
れ
た
。
建
物
（
明
日
都
浜
大
津
）
の
中
を

廃
線
跡
が
通
っ
て
い
る
と
い
う
構
図
で
、
陸
橋

に
も
大
津
絵
と
そ
の
説
明
が
あ
る
。
陸
橋
を
地

平
に
降
り
る
と
カ
ラ
ー
の
大
津
絵
マ
ン
ホ
ー

ル
。
車
止
め
に
も
大
津
絵
に
大
津
ゆ
か
り
の
芭

蕉
の
句
を
添
え
た
陶
板
が
は
め
込
ま
れ
て
い

る
。
遊
歩
道
は
、住
宅
の
間
を
縫
う
よ
う
に
走
っ

て
い
た
鉄
道
線
路
の
名
残
で
住
宅
が
接
近
し
、

敷
か
れ
た
石
畳
に
も
「
大
津
絵
」
の
陶
板
タ
イ

ル
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
歩
を
進
め

る
と
疏
水
に
か
か
る
「
大
津
絵
橋
」
は
欄
干
が

浜
大
津
駅

21 characters message of the youth

ふ
く
い
み
ち
こ

大
津
絵
の
鬼
と
藤
娘
で
構
成
。
大
津
絵
橋
は
江

若
鉄
道
の
鉄
橋
を
活
用
し
た
も
の
で
、
橋
げ
た

は
「
煉
瓦
づ
く
り
」
だ
。
大
津
絵
の
道
は
長
等

公
民
館
の
前
ま
で
石
畳
が
続
く
、
大
津
市
で
最

初
の
歩
行
者
専
用
道
路
で
あ
る
。

江若鉄道の跡地を活用した大津絵の道は「明日都浜大
津の藤娘の図」から始まる

若
江
鉄
道
の
鉄
橋
を
活
用
し
た
大
津
絵
橋
の
煉
瓦
づ
く
り
の

橋
げ
た

地元ならではの大津絵のマンホール

浜大津駅のすぐ近くには浜大津港が 京阪電車は4両編成で先頭から最後尾が見えることでも知られて
いる
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三
井
寺
駅
の
傍
、
疏
水
取
水
口
か
ら
北
国
海

道
を
南
進
し
長
等
神
社
に
向
か
う
参
道
で
右
折

す
る
と
、
左
手
に
「
大
津
絵
の
店
」
が
あ
る
。

市
内
唯
一
の
大
津
絵
専
門
店
で
、
高
橋
松
山
師

の
工
房
と
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
も
あ
る
。

　

大
津
絵
の
店
か
ら
商
店
街
の
方
向
に
足
を
進

め
、
か
つ
て
花
街
と
し
て
大
変
賑
わ
い
を
見
せ

た「
柴
屋
町
」に
入
る
と「
大
津
絵
踊
り
稽
古
場
」

と
い
う
看
板
が
目
に
留
ま
る
。
江
戸
時
代
、
日

本
を
席
巻
す
る
流
行
歌
と
し
て
「
大
津
絵
節
」

は
「
浪
花
節
」
と
人
気
を
競
っ
て
い
た
。
大
津

で
は
、「
大
津
絵
節
」
に
ふ
り
を
つ
け
、
面
を

つ
け
て
踊
る
「
大
津
絵
踊
り
」
が
伝
統
芸
能
と

し
て
受
け
つ
が
れ
て
い
る
。

　

ア
ー
ケ
ー
ド
の
あ
る
商
店
街
各
店
舗
に
入
る

と
「
大
津
絵
が
船
板
に
書
か
れ
た
額
」「
木
臼

に
書
か
れ
た
弁
慶
」
な
ど
、
各
店
所
有
の
自
慢

の
大
津
絵
が
買
い
物
客
を
迎
え
て
い
る
。
商
店

街
で
は
マ
ン
ホ
ー
ル
の
柄
も
「
大
津
絵
」
だ
。

町
中
の
大
津
絵
を
探
し
な
が
ら
、
浜
大
津
駅
に

向
か
う
と
京
津
線
と
石
坂
線
が
交
差
す
る
辺
り

に
位
置
す
る
「
三
井
寺
力
餅
」
で
は
２
階
に
大

津
絵
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
あ
る
。「
大
津
絵
煎
餅
」「
落

雁
」「
あ
ら
れ
」
な
ど
、
大
津
絵
を
冠
し
た
お

菓
子
も
多
種
あ
る
。

　

町
中
の
生
活
に
溶
け
込
み
、
ひ
っ
そ
り
と
し

か
し
存
在
感
を
持
ち
風
景
の
中
で
あ
ち
こ
ち
に

三
井
寺
駅

21 characters message of the youth

ふ
く
い
み
ち
こ

ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
大
津
絵
は
、
江
戸
時
代

寛
永
年
間
（
17
世
紀
前
半
）
東
海
道
筋
の
大
谷
・

追
分
で
売
ら
れ
て
い
た
民
画
で
庶
民
に
向
け
て

の
仏
画
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。「
仏
画
」が「
世

俗
画
」
と
し
て
広
ま
る
中
、
近
松
門
左
衛
門
の

浄
瑠
璃
な
ど
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
も
あ

江戸時代に流行歌であった「大津絵節」にふりをつけた「大津絵踊り」の稽古場
風景

（右上）大津絵煎餅〈大忠堂〉
大津市観音寺 8-17　077-522-3204
日曜祭日定休　営業時間 9:00 ～ 18:00
　（左上）大津絵あられ〈中西永生堂〉
大津市長等 2-8-34　077-522-6544
日曜祭日定休　営業時間 11:00 ～ 18:00
　（右下）大津絵落雁〈藤屋内匠〉
大津市中央 3-2-28　077-522-3173
日曜祭日定休　営業時間 9:00 ～ 18:00
　（左下）麩焼煎餅　大津絵おどり〈鶴里堂〉
大津市京町 1-2-18　077-523-2662
日曜祭日定休　営業時間 9:00 ～ 18:00

大津絵の包みの中には、
シンプルな箱にはいっ
た大津絵柄の落雁が

り
「
文
化
」
と
「
商
品
」
が
情
報
メ
デ
ィ
ア
（
出

版
な
ど
の
押
し
を
受
け
な
が
ら
、
し
だ
い
に
文

化
そ
の
も
の
を
大
衆
化
さ
せ
て
い
く
）
で
結
び

つ
く
。
ま
さ
に
「
江
戸
時
代
の
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ

ク
ス
」
そ
し
て
「
ゆ
る
キ
ャ
ラ
の
元
祖
」
と
言

え
る
だ
ろ
う
。　
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天
台
宗
園
城
寺
（
三
井
寺
）
の
寺
院
の
一
つ

で
享
保
8
（
1
7
2
3
）
年
に
開
か
れ
た
「
法

明
院
」。
三
井
寺
か
ら
山
裾
の
東
海
道
自
然
歩

道
を
歩
い
て
行
く
こ
と
も
で
き
る
が
、
別
所
駅

か
ら
歩
く
と
行
き
や
す
い
。
大
津
市
役
所
の
横

の
少
し
急
な
道
を
10
分
ほ
ど
進
む
と
、
少
し
開

け
た
道
路
に
出
る
。
そ
の
路
傍
の
「
法
明
院
」

石
碑
が
あ
る
小
径
に
入
り
石
段
を
登
る
と
門
が

あ
り
、
本
堂
へ
と
続
く
。
途
中
に
は
「
不
許
葷

酒
肉
入
山
門
」
と
記
さ
れ
た
背
丈
を
超
え
る
石

碑
が
あ
り
、
律
院
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
こ
は
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
墓
が
あ
る
こ
と
で

知
ら
れ
る
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
、
明
治
時
代
に
日

本
美
術
を
欧
米
に
紹
介
し
た
ア
メ
リ
カ
人
で
、

法
明
院
当
時
の
住
僧
桜
井
敬
徳
律
師
に
つ
い
て

受
戒
し
て
い
る
。
墓
は
、
境
内
の
奥
の
山
麓
に

杉
木
立
の
内
に
あ
る
。
彼
は
庭
園
か
ら
の
雄
大

な
琵
琶
湖
の
景
色
を
愛
し
、
遺
言
に
よ
り
こ
の

別
所
駅

21 characters message of the youth

木
村
浩
一

地
に
墓
を
残
し
た
。
彼
が
見
た
日
本
。
今
は
ビ

ル
が
立
ち
並
び
、
湖
岸
線
は
途
切
れ
途
切
れ
と

な
っ
て
い
る
が
、
境
内
の
静
寂
は
時
を
忘
れ
さ

せ
、
い
つ
ま
で
も
佇
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
壬
申
の
乱
（
6
7
2
年
）
で
大
海
人

皇
子
（
後
の
天
武
天
皇
）
に
敗
れ
た
大
友
皇
子

（
明
治
時
代
に
な
っ
て
弘
文
天
皇
と
追
称
）
の

陵
墓
「
弘
文
天
皇
陵
」
が
、
別
所
駅
前
の
大
津

市
役
所
の
建
物
の
裏
手
に
あ
る
。
地
図
に
は
名

も
あ
る
が
通
り
か
ら
は
全
く
目
立
た
ず
、
こ
じ

ん
ま
り
と
し
て
入
り
口
も
分
か
り
づ
ら
く
訪
れ

る
人
も
少
な
い
。
大
津
京
に
遷
都
し
た
天
智
天

皇
の
第
一
皇
子
で
あ
り
な
が
ら
25
歳
で
最
期
を

遂
げ
た
皇
子
は
、
そ
の
地
に
「
皇
子
山
」
と
し

て
名
を
残
し
て
い
る
。
法
明
院
帰
り
に
立
ち

寄
っ
て
み
た
い
処
だ
。

境内の奥、杉木立の中に建つフェノロサの墓

地
域
の
歴
史
を
感
じ
る
道
案
内
板

フ
ェ
ノ
ロ
サ
も
見
た
で
あ
ろ
う
法
明
院
庭
園
か
ら
見
え

る
雄
大
な
琵
琶
湖
の
風
景

大友皇子がひっそりと眠る「弘文天皇陵」

「法明院」の入口であること
を示す石碑
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皇
子
山
駅
は
、
J
R
湖
西
線
大
津
京
駅
と
の

乗
り
換
え
駅
。
近
く
に
公
園
、
球
場
、
体
育
館

な
ど
の
施
設
が
あ
る
。
そ
し
て
、
京
阪
石
山
坂

本
線
で
も
乗
降
客
が
多
い
駅
だ
。
皇
子
山
の
地

名
は
、
別
所
駅
の
項
で
も
述
べ
た
大
友
皇
子
に

由
来
す
る
。
こ
の
駅
の
石
山
寺
駅
方
面
の
改
札

口
の
横
に
大
き
な
掲
示
板
が
あ
る
。
そ
ん
な
に

大
き
な
駅
で
は
な
い
の
で
結
構
目
立
つ
。
そ
こ

に
は
「
皇
中
き
っ
ぷ
〇
月
号
」
と
題
さ
れ
た
壁

新
聞
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
近
く
に
あ
る
大
津
市

立
皇
子
山
中
学
校
の
学
校
新
聞
で
、
切
り
絵
や

手
書
き
の
文
字
で
手
作
り
感
満
載
だ
。
１
〜

２
ヶ
月
毎
に
貼
り
換
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
学

校
は
校
区
が
広
く
、
京
阪
電
車
を
使
っ
て
通
学

し
て
い
る
制
服
姿
も
見
か
け
る
。
生
徒
会
が
中

心
に
作
成
し
て
い
る
よ
う
で
、
記
事
は
主
に
学

皇
子
山
駅

21 characters message of the youth

木
村
浩
一

校
内
で
の
出
来
事

だ
。
春
は
新
入
生

を
迎
え
て
の
行
事
、

秋
は
文
化
祭
の
様

子
な
ど
四
季
折
々

の
も
の
か
ら
、
学

校
で
の
ゴ
ミ
や
挨

拶
へ
の
取
り
組
み

な
ど
多
岐
に
わ

た
っ
て
い
る
。
中

学
生
の
子
を
持
つ

家
庭
以
外
で
は
、

な
か
な
か
知
る
こ

改札口横に設けられている皇子山中学校の掲示板

手作り感あふれる「皇中きっぷ」

ゴムタイルでできた皇子山駅のホーム

と
の
で
き
な
い
こ
と
だ
。

　

学
校
で
も
、
最
近
は
管
理
が
厳
し
く
な
り
閉

鎖
的
に
な
っ
て
い
く
な
か
で
、
地
域
と
の
つ
な

が
り
を
模
索
し
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
ん
な
中
で
、

地
元
住
民
が
利
用
し
て
い
る
駅
で
の
情
報
発
信

は
、
生
徒
と
地
域
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

づ
く
り
に
一
役
買
っ
て
い
る
。

　

話
は
変
わ
る
が
、
皇
子
山
駅
で
珍
し
い
の
は

ホ
ー
ム
や
通
路
の
舗
装
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
ア

ス
フ
ァ
ル
ト
が
一
般
的
だ
が
、
こ
こ
は
ゴ
ム
タ

イ
ル
が
全
面
に
張
っ
て
あ
る
。
歩
い
て
い
て
足

に
負
担
が
少
な
く
、
雨
な
ど
で
濡
れ
て
も
滑
ら

な
い
。
こ
け
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
痛
く

な
い
し
、
物
を
落
と
し
て
も
ク
ッ
シ
ョ
ン
と
し

て
受
け
止
め
て
く
れ
る
。
電
車
の
車
い
す
ス

ペ
ー
ス
の
位
置
を
示
す
マ
ー
ク
は
、
違
う
色
の

ゴ
ム
タ
イ
ル
を
切
り
抜
い
て
は
め
込
ん
で
い
る

様
で
色
鮮
や
か
だ
。
全
国
の
駅
に
普
及
し
て
ほ

し
い
と
思
う
。
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大
津
京
を
開
い
た
天
智
天
皇
を
祀
っ
た
「
近

江
神
宮
」
が
、
最
近
の
競
技
か
る
た
ブ
ー
ム
で

注
目
を
集
め
て
い
る
。
火
付
け
役
は
、
映
画
に

も
な
っ
た
ア
ニ
メ
「
ち
は
や
ふ
る
」。

　

こ
の
境
内
の
奥
、
木
立
の
中
に
２
階
建
て
の

「
近
江
勧
学
館
」
が
あ
る
。
か
る
た
競
技
会
場

と
し
て
、
か
る
た
の
甲
子
園
と
し
て
名
を
馳
せ
、

自
由
に
見
学
が
で
き
る
。
玄
関
横
に
は
競
技
か

る
た
「
な
り
き
り
写
真
撮
影
場
所
」
と
し
て
、

競
技
に
使
用
し
た
畳
と
か
る
た
が
用
意
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
畳
の
縁
は
擦
り
切
れ
て
お
り
、
対

戦
の
爪
痕
を
残
し
て
い
る
。
実
際
、
畳
の
消
耗

は
激
し
く
常
に
入
替
を
強
い
ら
れ
る
ら
し
い
。

　

普
段
は
宿
泊
施
設
や
貸
室
と
し
て
利
用
が
可

能
だ
。
少
人
数
用
に
10
畳
の
部
屋
が
２
階
に
３

つ
、
中
に
入
る
と
和
風
旅
館
と
変
わ
ら
な
い
。

こ
こ
に
は
80
畳
の
大
広
間
が
あ
る
の
が
特
徴

だ
。
も
ち
ろ
ん
宿
泊
も
で
き
、
林
間
学
校
や
学

近
江
神
宮
前
駅

21 characters message of the youth

木
村
浩
一

校
の
ク
ラ
ブ
合
宿
、
企
業
の
研
修
で
利
用
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
ヨ
ッ
ト
や
ボ
ー
ト
部
な
ど
琵

琶
湖
が
近
く
な
ら
で
は
の
利
用
者
も
あ
る
。

　

近
江
神
宮
を
散
策
す
れ
ば
、
四
季
折
々
の
自

然
、
清
々
し
い
空
気
に
包
ま
れ
る
。
わ
が
国
の

時
刻
制
度
の
基
と
な
っ
た
漏
刻
を
眺
め
、
静
寂

の
中
時
の
流
れ
を
感
じ
る
。
大
き
な
時
代
の
流

れ
を
見
つ
め
る
に
は
と
っ
て
お
き
の
場
所
だ
。

近
江
勧
学
館
の
玄
関

競技かるた会場を模した「なりきり写真撮影場所」

か
る
た
大
会
会
場
前
に
置
か
れ
た
案
内
表
示

近江神宮境内にある天智天皇ゆかりの漏刻 宿泊施設としても利用可能な２階にある 10畳の和室
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南
滋
賀
駅
か
ら
山
手
に
10
分
程
坂
道
を
登
る

と
民
家
が
途
切
れ
、
林
の
中
、
小
さ
な
社
が
石

段
の
上
に
あ
る
。
大
伴
黒
主
神
社
だ
。〝
大
伴

黒
主
（
お
お
と
も
の
く
ろ
ぬ
し
）〞
は
歴
史
や

和
歌
に
詳
し
い
方
な
ら
知
っ
て
い
る
名
前
で
、

平
安
時
代
前
期
の
六
歌
仙
の
一
人
で
あ
る
。
六

歌
仙
と
は
、僧
正
遍
照
、在
原
業
平
、文
屋
康
秀
、

喜
撰
法
師
、
小
野
小
町
と
大
伴
黒
主
。
紀
貫
之

が
古
今
和
歌
集
で
挙
げ

た
六
人
の
す
ぐ
れ
た
歌

人
の
こ
と
だ
。
壬
申
の

乱
で
敗
れ
た
大
友
皇
子

の
末
裔
と
の
説
も
あ

り
、
こ
の
地
志
賀
の
郡

司
を
務
め
た
豪
族
で

あ
っ
た
。
生
没
年
は
不

詳
だ
。

　

社
の
守
り
は
、
近
所

の
方
々
が
行
っ
て
い

る
。
毎
日
お
洗
米
や
ロ

ウ
ソ
ク
を
お
供
え
し
、

手
入
れ
も
行
き
届
い
て

い
る
。
当
番
表
を
見
せ

て
も
ら
っ
た
が
、
や
は

南
滋
賀
駅

21 characters message of the youth

木
村
浩
一

り
大
伴
姓
が
多
い
。
社
に
歌
人
を
思
わ
せ
る
も

の
は
看
板
く
ら
い
で
、
近
く
の
民
家
の
中
に
大

伴
黒
主
の
墓
が
あ
る
と
聞
い
た
。
地
域
の
守
り

神
と
し
て
永
く
崇
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

話
し
は
変
わ
る
が
、
和
歌
と
い
え
ば
「
小
倉

手入れの行き届いている本殿

大
伴
黒
主
神
社
の
鳥
居
と
参
道
の
石
段

改札口やスロープのない無人の南滋賀駅

百
人
一
首
」
が
有
名
だ
。
大
津
は
百
人
一
首
に

登
場
す
る
人
物
や
所
縁
の
地
が
20
近
く
あ
る
。

1
番
の
天
智
天
皇
や
逢
坂
の
関
な
ど
、
歴
史
の

積
み
重
な
り
と
交
通
の
要
所
に
由
来
す
る
も
の

と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
に
居
を
構
え

た
黒
主
だ
が
、
六
歌
仙
の
中
で
た
だ
一
人
百
人

一
首
に
選
ば
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う
。

　

彼
は
都
か
ら
離
れ
た
山
村
で
雅
や
か
な
貴
族

文
化
と
は
縁
遠
く
、
こ
の
地
に
根
付
い
た
暮
ら

し
に
努
め
た
の
で
は
な
い
か
。
鎌
倉
期
に
入
り
、

彼
の
中
央
で
の
名
は
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
が
、

こ
の
地
の
有
力
者
と
し
て
名
を
成
し
た
。
質
素

な
神
社
で
は
あ
る
が
、
今
な
お
地
域
の
祭
神
と

し
て
祭
ら
れ
る
様
子
を
み
る
と
、
彼
の
歌
人
で

は
な
い
本
来
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
気
が

し
た
。

　

ホ
ー
ム
が
歩
道
？
歩
道
が
ホ
ー
ム
？
石
山

坂
本
線
は
、
こ
の
辺
り
は
県
道
が
並
行
し
て

走
っ
て
い
る
。
結
構
交
通
量
が
多
い
。
南
滋

賀
駅
の
坂
本
行
き
ホ
ー
ム
は
不
思
議
だ
。
歩

道
を
歩
い
て
行
く
と
ホ
ー
ム
に
出
て
、
進
む

と
ま
た
歩
道
に
戻
る
。
無
人
駅
で
改
札
口
も

な
く
、
ス
ロ
ー
プ
も
な
い
。
究
極
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
構
造
だ
。
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滋
賀
里
駅
を
下
車
し
て
琵
琶
湖
に
向
か
っ
て

坂
を
下
る
と
、「
毎
日
牛
乳
」
と
い
う
牛
乳
び

ん
の
形
を
し
た
７
ｍ
の
巨
大
な
看
板
が
目
に

入
っ
て
く
る
。
牛
乳
び
ん
の
広
告
塔
を
持
つ「
毎

日
牛
乳
滋
賀
工
場
」
の
工
場
長
に
、
工
場
の
稼

働
時
期
が
い
つ
か
ら
か
な
ど
た
ず
ね
る
と
、
こ

の
広
い
平
板
な
地
は
戦
後
米
軍
の
飛
行
場
の
滑

走
路
だ
っ
た
と
い
う
。

　

か
つ
て
の
様
子
を
知
り
た
い
と
「
新
大
津
市

史
」
を
読
む
と
、
こ
の
場
所
は
明
治
初
年
以
来

陸
海
軍
の
軍
用
地
と
し
て
皇
子
山
か
ら
唐
崎
あ

た
り
ま
で
拡
張
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
。
戦
後
は

「
キ
ャ
ン
プ
大
津
」
と
し
て
こ
の
約
35
万
坪
の

広
大
な
面
積
の
大
部
分
は
米
軍
に
接
収
さ
れ
使

用
さ
れ
て
い
た
。
昭
和
32
年
か
ら
返
還
が
始
ま

り
、
こ
の
跡
地
の
再
活
用
を
め
ぐ
り
議
論
が
沸

騰
し
た
。
滋
賀
県
や
大
津
市
な
ど
の
調
整
が
実

り
「
毎
日
牛
乳
滋
賀
工
場
」
と
し
て
誕
生
し
た

の
は
昭
和
36
年
だ
っ
た
と
い
う
。

　

牛
乳
び
ん
の
広
告
塔
は
全
国
の
「
毎
日
牛
乳
」

の
各
工
場
に
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い

る
も
の
と
い
う
。
滋
賀
工
場
で
は
給
食
用
牛
乳

を
主
に
一
日
約
20
万
本
を
生
産
し
て
い
る
。
学

校
か
ら
の
工
場
見
学
も
積
極
的
に
受
け
入
れ

て
、
子
供
た
ち
に
牛
乳
に
つ
い
て
の
知
識
を
広

め
て
い
く
こ
と
も
大
事
な
役
割
と
思
っ
て
い
る

と
工
場
長
は
張
り
切
っ
て
い
た
。

　

滋
賀
里
駅
か
ら
北
に
向
か
っ
て
5
0
0
ｍ
く

ら
い
、
滋
賀
里
4
丁
目
の
踏
切
か
ら
山
側
に
倭

滋
賀
里
駅

21 characters message of the youth

梅
沢
郁
子

（
し
ど
り
）
神
社
の
鎮
守
の
森
が
見
え
る
。
神

社
に
着
く
と
鳥
居
を
挟
ん
で
左
右
に
ケ
ヤ
キ
と

ク
ス
ノ
キ
の
見
事
な
巨
木
が
あ
る
。
大
津
市
の

保
護
樹
木
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

伝
承
で
は
天
智
天
皇
の
皇
后
・
倭
（
や
ま
と
）

姫
を
祀
っ
た
神
社
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
地
が

赤
土
だ
っ
た
こ
と
か
ら
土
地
の
人
々
か
ら
は

「
赤
塚
の
明
神
さ
ん
」
と
親
し
ま
れ
て
い
る
。

月
一
回
お
供
え
物
を
す
る
「
さ
ん
ぺ
い
さ
ん
」

と
い
う
当
番
や
、
毎
夕
お
灯
明
も
灯
し
続
け
て

春
に
は
見
事
に
花
を
咲
か
せ
る
桜
の
木

駅を降り立つとすぐに目にはいる「毎日牛乳」の看板。他に高い建物が
無いのでよく目立ちます

地
元
の
人
々
が
大
事
に
守
っ
て
い
る
。
神
社
の

前
を
通
る
人
は
ご
く
普
通
に
祠
に
向
か
っ
て
手

を
合
わ
せ
て
行
く
風
景
が
見
ら
れ
る
。

　

鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
階
段
を
進
む
と
湖
が
遠
望

で
き
、
創
建
当
時
は
さ
ぞ
や
碧
い
湖
が
広
が
っ

て
い
た
だ
ろ
う
と
往
時
が
偲
ば
れ
、
心
が
安
ら

い
だ
。

倭姫を祀ったとされる神社の石の鳥居
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京
阪
石
坂
線
沿
線
の
、
ま
だ
古
い
街
並
み
の

残
る
、
穴
太
駅
〜
松
ノ
馬
場
駅
〜
坂
本
駅
を
素

晴
ら
し
い
陽
射
し
の
中
歩
い
て
行
き
ま
す
。

　

Ｊ
Ｒ
唐
崎
駅
か
ら
山
手
に
入
り
ま
す
。
旧
道

沿
い
は
、
昔
な
が
ら
の
白
壁
と
瓦
屋
根
、
イ
マ

ド
キ
の
ロ
ー
コ
ス
ト
住
宅
に
は
な
い
風
情
・
雰

囲
気
が
あ
り
、
と
て
も
落
ち
着
い
た
街
並
み
で

す
。

　

そ
う
し
て
、
本
日
の
お
目
当
て
で
あ
る
穴
太

の
盛
安
寺
ま
で
、
街
並
み
を
眺
め
な
が
ら
歩
き

ま
す
。
旧
道
な
の
で
、
車
１
台
ぐ
ら
い
し
か
通

れ
な
い
狭
い
道
も
あ
り
ま
す
が
、
歩
く
と
気
持

ち
が
良
く
、
切
り
妻
屋
根
や
入
母
屋
の
美
し
い

和
瓦
の
並
ぶ
家
々
が
、
と
て
も
良
い
風
情
を
醸

し
出
し
ま
す
。
落
ち
着
い
た
昔
な
が
ら
の
街
並

穴
太
駅

21 characters message of the youth

黄
緑
・
緑
・
青
緑

み
を
歩
き
ま
す
。 

目
的
地
の
「
盛
安
寺
」
へ
着

き
ま
し
た
。

　

穴
太
衆
積
み
の
石
垣
が
美
し
く
、
向
こ
う
に

は
比
叡
の
峰
々
が
見
え
て
い
ま
す
。
観
光
客
は

一
人
も
い
ま
せ
ん
。
本
堂
の
東
側
の
お
庭
に
は

梅
の
木
も
あ
り
、
太
鼓
楼
の
前
に
は
立
派
な
枝

垂
桜
が
１
本
あ
り
ま
す
。
春
に
な
れ
ば
、
そ
の

美
し
い
花
が
咲
き
誇
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

境
内
に
は
鐘
楼
も
あ
り
、
釣
り
鐘
が
あ
り
ま
し

た
。
刻
を
知
ら
せ
る
懐
か
し
い
響
き
の
あ
る
音

を
聞
か
せ
て
く
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

お
庭
へ
の
入
り
方
が
解
ら
な
い
の
で
、
社
務

所
で
伺
い
、
本
堂
に
上
が
り
、
客
殿
へ
の
廊
下

を
渡
り
、
南
側
の
枯
山
水
の
お
庭
を
拝
見
し
ま

す
。

　

そ
の
枯
山
水
の
お
庭
、
お
寺
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
に
よ
る
と
、「
庭
の
南
に
築
山
を
も
う
け
、

そ
の
内
側
に
サ
ツ
キ
・
ツ
ツ
ジ
を
植
栽
、
一
帯

は
美
し
い
ス
ギ
苔
で
お
お
わ
れ
、
多
く
の
石
が

配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
天
台
真
盛
宗
の
不
断
念

仏
を
唱
導
す
る
道
場
に
ふ
さ
わ
し
い
聖
衆
来
迎

曼
荼
羅
庭
園
」
で
す
。
縁
側
に
座
り
、
ほ
っ
と

一
息
つ
い
て
お
庭
の
穏
や
か
さ
と
美
し
い
緑
と

苔
を
鑑
賞
し
ま
す
。
隅
に
桜
の
木
が
あ
り
お
寺

の
方
に
伺
う
と
、
冬
に
咲
く
桜
だ
そ
う
で
す
。

寒
桜
で
し
ょ
う
か
。

　

ゆ
っ
た
り
と
お
庭
を
堪
能
し
、
本
堂
の
仏
様

に
手
を
合
わ
せ
、
社
務
所
に
お
礼
に
行
く
と
、

「
あ
ち
ら
の
収
蔵
庫
に
十
一
面
観
音
立
像
が
あ

り
ま
す
の
で
、
見
て
行
っ
て
下
さ
い
」
と
。
教

え
て
頂
き
、
拝
見
致
し
ま
し
た
。
良
い
も
の
を

見
せ
て
頂
き
、
仏
様
に
手
を
合
わ
せ
盛
安
寺
を

後
に
し
ま
す
。

旧
街
道
に
佇
む
落
ち
着
い
た
昔
か
ら
の
風
情
が
残
る
街
並
み

ひ
っ
そ
り
と
落
ち
着
く
盛
安
寺
本
堂
東
側
の
庭

街道途中にある「盛安寺」の案内
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盛
安
寺
を
後
に
し
、
旧
道
を
坂
本
ま
で
歩
い

て
行
き
ま
し
た
。
道
の
途
中
で
、
私
の
好
き
な

蝋
梅
が
咲
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
花
は
香
り
が

と
て
も
よ
く
、
匂
い
で
季
節
を
感
じ
る
花
の
一

つ
で
す
。
道
沿
い
に
石
碑
が
あ
り
ゆ
っ
く
り
と

歩
く
ま
で
、
こ
の
様
な
石
碑
が
あ
る
と
は
気
が

付
か
ず
、
旧
道
な
ら
で
は
で
す
ね
。

　

京
阪
松
ノ
馬
場
駅
に
立
ち
寄
り
ま
す
。
駅
に

桜
の
木
が
植
え
て
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
京
阪
石
坂
線
の
駅
に
は
駅
の
ホ
ー
ム
に

桜
が
植
わ
っ
て
い
る
所
が
多
々
あ
り
ま
す
。
何

故
か
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
春
先
や
初
夏
・
秋
、

そ
れ
ぞ
れ
に
美
し
く
彩
ら
れ
、
通
勤
・
通
学
途

中
の
慌
た
だ
し
い
時
に
、
ふ
と
季
節
を
感
じ
ら

れ
ま
す
。
ま
た
、
植
え
て
あ
る
桜
の
種
類
も
異

な
り
、
滋
賀
里
駅
は
山
桜
の
系
統
で
し
ょ
う

か
？
花
と
葉
が
同
時
で
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
と
は
異

な
る
風
情
が
あ
り
、
緑
の
葉
と
、
白
い
桜
の
対

比
が
美
し
い
で
す
。

　

桜
が
散
り
、
駅
の
ホ
ー
ム
は
花
び
ら
の
絨
毯

で
埋
め
尽
く
さ
れ
、
そ
れ
も
風
情
が
あ
り
素
敵

で
す
。

　

ま
た
、
京
阪
石
坂
線
沿
線
に
は
学
校
も
多
く
、

こ
の
松
ノ
馬
場
駅
な
ら
ば
「
比
叡
山
高
校
」、

南
滋
賀
駅
な
ら
ば
「
志
賀
小
学
校
・
志
賀
幼
稚

園
」、別
所
駅
な
ら
ば
「
大
津
商
業
高
校
」
等
々
、

ま
だ
ま
だ
あ
り
、
小
学
生
か
ら
大
学
生
ま
で
、

学
生
の
通
学
の
足
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
車
窓

か
ら
見
え
る
各
校
に
桜
の
木
な
ど
様
々
な
木
が

植
え
て
あ
り
、
春
や
新
緑
の
季
節
に
は
、
美
し

い
花
・
緑
に
心
癒
や
さ
れ
ま
す
。

松
ノ
馬
場
駅

21 characters message of the youth

黄
緑
・
緑
・
青
緑

　

京
阪
石
坂
線
は
、
ホ
ー
ム
の
み
の
小
さ
い
駅

が
多
い
が
、
通
勤
・
通
学
や
日
常
の
生
活
、
人
々

の
大
切
な
駅
で
、
学
生
時
代
や
社
会
人
生
活
、

子
供
達
と
の
利
用
、
日
々
の
ふ
と
し
た
瞬
間
な

ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
想
い
出
や
物
語
が
沢
山
あ
り

ま
す
。

　

松
ノ
馬
場
か
ら
旧
道
へ
行
く
道
に
素
敵
な
お

家
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。
屋
根
瓦
の
美
し
い
、

格
子
の
あ
る
家
々
で
、
庇
も
深
く
、
白
壁
が
と

て
も
素
敵
で
す
。 
京
阪
松
ノ
馬
場
駅
か
ら
旧
道

へ
戻
り
、
最
終
の
日
吉
大
社
の
鳥
居
ま
で
、
あ

と
少
し
で
す
。

駅にある桜の木は、春には駅を利用する人たちを楽しませ
てくれる

旧街道にある趣のある街並み

松ノ馬場駅から旧街道にある昔ならがらの佇まい 散策途中で見つけた地元
を案内する石碑
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京
阪
坂
本
駅
よ
り
、
日
吉
大
社
の
参
道
へ
歩

き
ま
す
。
こ
の
参
道
の
美
し
さ
は
緑
好
き
の
私

に
は
堪
ら
な
い
魅
力
で
す
。
木
々
の
緑
と
、
苔

の
緑
、
穴
太
衆
積
の
石
垣
に
年
月
を
経
て
生
え

て
い
る
苔
。

　

こ
の
春
は
、
普
段
非
公
開
の
里
坊
の
庭
園
も

訪
れ
ま
し
た
。
里
坊
の
お
庭
は
春
と
秋
の
観
光

シ
ー
ズ
ン
に
幾
つ
か
公
開
さ
れ
て
お
り
、 

今
回

は
、「
律
院
」
の
お
庭
で
す
。

　
「
曲
流
回
遊
式
」
の
庭
園
で
、「
保
科
寺
宗
秀
」

の
作
と
の
こ
と
。
静
け
さ
の
中
に
清
流
が
流
れ
、

石
の
配
置
と
木
々
の
配
置
、
植
栽
の
松
の
コ
ン

パ
ク
ト
な
枝
ぶ
り
が
何
と
も
言
え
ず
美
し
く
、

苔
も
き
れ
い
で
す
。
律
院
の
お
庭
を
、
約
20
分

ほ
ど
静
か
に
堪
能
し
ま
し
た
。 

　
「
律
院
」
の
落
ち
着
い
た
、
美
し
い
庭
を
楽

し
み
参
道
に
戻
り
ま
す
。 

ぶ
ら
ぶ
ら
歩
き
、
春

と
秋
限
定
で
臨
時
に
出
店
さ
れ
る
お
店
の
お
蕎

坂
本
駅

21 characters message of the youth

黄
緑
・
緑
・
青
緑

麦
を
食
べ
に
行
き
ま
す
。
こ
れ
も
坂
本
観
光
の

楽
し
み
の
一
つ
で
す
。
そ
の
後
、
坂
本
観
光
の

中
で
も
人
が
少
な
い
「
滋
賀
院
門
跡
」
と
私
の

お
気
に
入
り
の
場
所
で
あ
る
「
慈
眼
堂
」
へ
、

初
夏
の
陽
射
し
を
浴
び
、
気
持
ち
の
い
い
緑
の

中
を
歩
き
ま
す
。
参
道
を
離
れ
、
横
道
に
入
り
、

木
々
の
緑
に
心
踊
り
な
が
ら
、
滋
賀
院
門
跡
に
。

旧
道
か
ら
滋
賀
院
門
跡
へ
の
道
は
「
御
殿
馬
場
」

と
い
い
、
こ
の
道
も
桜
、
緑
、
紅
葉
が
美
し
く
、

好
き
な
道
の
一
つ
で
す
。

　

ま
た
、「
滋
賀
院
門
跡
」
か
ら
「
慈
眼
堂
」

へ
行
く
道
は
と
て
も
素
敵
な
小
道
で
、
鮮
や
か

で
様
々
な
緑
の
中
、
石
段
を
登
り
ま
す
。
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
さ
ん
に
教
え
て
も
ら
っ
て
か

ら
大
変
気
に
入
り
、
必
ず
訪
れ
る
「
慈
眼
堂
」。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
慈
眼
堂

の
西
側
に
は
大
き
な
モ
ミ
ジ
の
木
が
あ
り
ま

す
。

　

石
段
を
登
る
と
そ
こ
は
、
苔
の
緑
と
木
々
の

緑
が
美
し
く
、と
て
も
静
か
な「
慈
眼
堂
」で
す
。

　

慈
眼
堂
を
後
に
し
、
参
道
に
戻
り
ま
す
。
帰

新緑の美しい日吉馬場

滋賀院門跡から慈眼堂へと続く石段

苔が美しく静かな時が流れる律院の庭。お参りの方のみ拝観
できる

る
前
に
も
う
一
度
、
あ
の
お
蕎
麦
を
頂
き
ま
す
。

　

春
の
桜
の
季
節
、
秋
の
紅
葉
の
季
節
、
春
の

枝
垂
桜
の
季
節
、
初
夏
の
緑
の
季
節
、
盛
夏
の

季
節
。
年
に
幾
度
も
訪
れ
ま
す
が
、
こ
の
初
夏

の
新
緑
の
時
期
と
、
枝
垂
桜
の
時
期
は
格
別
で

す
。

　

秋
の
紅
葉
の
季
節
も
有
名
で
綺
麗
で
す
が
、

こ
の
初
夏
の
陽
射
し
と
、
木
々
の
新
芽
の
緑
の

美
し
さ
と
、
風
薫
る
爽
や
か
な
穏
や
か
な
時
期

の
季
節
が
と
て
も
好
き
で
す
。

　

実
際
に
体
感
し
な
け
れ
ば
そ
の
雰
囲
気
や
美

し
さ
静
け
さ
な
ど
は
伝
わ
ら
な
い
も
の
で
す
。

ぜ
ひ
京
阪
石
坂
線
に
乗
り
訪
れ
て
み
て
下
さ
い
。
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優 秀 賞

優
秀
賞

大
津
市
長
賞

大
津
市
長
賞

歳
　

13
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優 秀 賞

近
江
勧
学
館
賞

近
江
勧
学
館
賞

歳
　

20
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優 秀 賞

大
津
商
工
会
議
所
賞

大
津
商
工
会
議
所
賞

歳
　

61
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優 秀 賞

京
阪
電
鉄
賞

京
阪
電
鉄
賞

歳
　

44
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入
賞
作
品

入 賞 作 品

歳
　

24
歳
　

14
歳
　

55
歳
　

57
歳
　

18
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入 賞 作 品

歳 

　

14
歳
　

18
歳
　

17
歳
　

13
歳
　

14
歳
　

32
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入 賞 作 品

歳 

　

17
歳
　

16
歳
　

53
歳
　

37
歳
　

42
歳
　

19
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J u d g e  c o m m e n t

審査風景から 最終審査員は俵真智さんにお願いしていますが、それまでの数次の審査は

地域の有識者の方たちにお願いしています。その感想をご紹介します。

　「私のことばで」。応募者の年齢層が本当に多岐にわたり、その人たちの「青春」が押し寄せ

て来たという思いです。にもかかわらず、世代を超えて「青春」に対して同じような思いを抱

き続けておられることに深い感慨を覚えました。

ただ残念なのは多くの作品で例えば「初恋」が書かれても「かけがいのない私の初恋」が書か

れていないように思い戸惑いを持ちました。往々にして言葉に寄りかかってしまい「私の恋」

も一般化されてしまうのだろうと思います。ここでは誰にも書けない私だけの２１文字が欲しい。

（石内　秀典）

　現役中高生から青春時代が遠のいた方まで、幅広い年代の沢山の作品を読ませていただき、

世代によって選ぶ言葉は違っても、表現したいことは同じこと？と感じた作品が複数ありまし

た。世代は違えども、共通するものがあるのだなと、改めて感じた次第です。審査の機会を頂

いたこと、このような気づきを与えて頂いたことに感謝します。

（大津市副市長　井村　久行）

　青春のど真ん中を走る人、思い出の中の青春を振り返る人。駅・ことば・忘れ物を綴った

21文字の作品それぞれには、読者が自分なりの風景を勝手に描けるだけの情感がたっぷりこ

もっていました。10人いれば 10のドラマが、そして 21の文字には無限の物語が生まれるの

だと、あらためて言葉の持つ力に気づかせてもらいました。

（日本放送協会大津放送局長　丘　信行）　

　俳句や短歌とはひと味違う言葉の調子、21文字以内に詰め込まれた情報量に注目して審査

しました。日本語の短詩ということで、「５」や「７」に縛られてしまうのが、私たちの悲し

いさが。そんな中で少し異質な「６」や「３」を盛り込みながら、なおかつリズミカルに言葉

をはばたかせた作品に青春の息吹を読みとりました。小中学生、高校生もストレートに感情を

ぶつけるだけでなく、なにげない描写の中に複雑な思いがちりばめられ、作者の胸の高鳴りが

聞こえてくるようでした。

（毎日新聞大津支局支局長　濱　弘明）

　和歌でも短歌でもない 21文字というリズムの自由度が感じられます。青春真っ只中の人、

少し前の思い出、遠い昔の思い出など、それぞれのそのときの思いが臨場感たっぷりに表現さ

れているなと感じながら読ませていただきました。同じようなシチュエーションを読んだ歌も

いくつかありましたが、限られた文字数の中で表現の工夫が見られたのもよかったのではと思

います。

（滋賀リビング新聞社編集長　山本和子）
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入 選 作 品

　　　　　　　　　 　18
歳

　27
歳

　19
歳

　44
歳

　64
歳

　60
歳

　69
歳

　13
歳

　54
歳

　　　　　　　　　

入
選
作
品
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入 選 作 品

　　64
歳

　47
歳

　62
歳

　15
歳

　60
歳

　13
歳

　29
歳

　18
歳

　15
歳

　27
歳
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入 選 作 品

　23
歳

　43
歳

　52
歳

　16
歳

　42
歳

　13
歳

　31
歳

　31
歳

　17
歳

　64
歳
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入 選 作 品

　15
歳

　14
歳

　87
歳

　34
歳

　15
歳

　15
歳

　17
歳

　58
歳

　27
歳

　25
歳
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入 選 作 品

　26
歳

　59
歳

　31
歳

　26
歳

　15
歳

　57
歳

　14
歳

　40
歳

　64
歳

　15
歳
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入 選 作 品

　26
歳

　27
歳

　29
歳

　15
歳

　15
歳

　39
歳

　39
歳

　28
歳

　41
歳

　37
歳
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入 選 作 品

　15
歳

　14
歳

　21
歳

　20
歳

　17
歳

　23
歳

　35
歳

　49
歳

　15
歳

　42
歳
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入 選 作 品

　59
歳

　17
歳

　15
歳

　41
歳

　16
歳

　13
歳

　63
歳

　49
歳

　38
歳

　40
歳 
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総 　 　 評

総　

評

俵　
　

万　

智

　
全
国
か
ら
、
老
若
男
女
の
た
く
さ
ん
の
ご
応
募
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
な
か
、
今

年
は
地
元
滋
賀
県
の
中
高
生
の
が
ん
ば
り
が
、
特
に
素
晴
ら
し
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
テ
ー
マ
が

広
が
っ
た
ぶ
ん
、
内
容
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
や
っ
ぱ
り
駅
は
恋
の
舞
台
と

い
う
役
割
が…

…
こ
れ
は
も
う
永
遠
で
す
ね
。
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あ と が き

あ
と
が
き

　
2
0
0
6
年
「
沿
線
に
学
校
が
多
く
青
春
路
線
と
言
え
る
石
坂
線
を
活
か
し
て
、
ま
ち

づ
く
り
に
貢
献
し
た
い
」
と
の
思
い
で
取
り
組
み
を
始
め
、
駅
の
数
に
ち
な
ん
で
文
字
数

を
決
め
た
「
21
文
字
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」。
1
年
間
お
休
み
し
ま
し
た
が
、
継
続
し
て
こ
そ
文

化
で
あ
る
と
い
う
強
い
思
い
か
ら
今
回
、
装
い
を
新
た
に
し
て
11
回
目
の
募
集
を
行
う
事

に
な
り
ま
し
た
。「
こ
と
ば
、
表
現
の
リ
ズ
ム
」
と
い
う
事
由
か
ら
、
沿
線
に
あ
る
近
江
神

宮
に
ゆ
か
り
の
「
百
人
一
首
の
31
文
字
」
と
も
連
動
。
10
年
の
実
績
を
「
大
津
・
21
」
と

し
て
町
の
魅
力
発
信
に
活
か
す
べ
く
、
平
成
29
年
度
大
津
市
協
働
提
案
制
度
テ
ー
マ
型
事

業
に
、「
新
し
い
文
芸
表
現
21
文
字
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
核
に
し
た
新
ス
タ
イ
ル
の
観
光
提
案
」

を
提
出
。
採
択
さ
れ
て
市
と
の
共
催
事
業
と
し
て
取
り
組
み
ま
し
た
。

●
作
品
募
集
：
今
回
の
テ
ー
マ
は
「
駅
」「
こ
と
ば
」「
忘
れ
物
」。
電
車
に
限
定
せ
ず
に
と

言
う
思
い
か
ら
「
青
春
21
文
字
」
と
し
た
の
で
す
が
、
電
車
、
初
恋
を
詠
み
こ
む
作
品
が

多
い
の
は
、
10
年
を
経
て
21
文
字
＝
電
車
・
初
恋
と
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
今
年
の
応
募
作
品
は
4
9
9
9
点
、
全
国
47
都
道
府
県
や
外
国
か
ら
の
応
募

も
あ
り
ま
し
た
。
中
で
も
10
代
の
作
品
が
半
数
以
上
を
占
め
ま
し
た
。

　
石
坂
線
沿
線
の
多
数
の
学
校
が
国
語
の
授
業
と
し
て
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
る
こ
と
も
特

徴
で
、ど
れ
も
鉛
筆
書
き
で
、消
し
ゴ
ム
で
消
し
た
跡
が
微
笑
ま
し
く
、今
回
の
最
優
秀
「
大

津
市
長
賞
」
も
沿
線
学
校
の
中
学
生
が
受
賞
し
ま
し
た
。
内
容
は
「
恋
」
に
ち
な
ん
だ
も

の
が
多
く
、
駅
は
出
会
い
の
場
と
し
て
恋
と
密
接
に
結
び
付
く
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。「
言

い
忘
れ
た
言
葉
」な
ど
、こ
と
ば
と
忘
れ
物
が
関
連
し
て
い
る
作
品
も
多
数
見
受
け
ま
し
た
。

　
最
終
審
査
員
は
第
１
回
か
ら
歌
人
の
俵
万
智
さ
ん
に
お
願
い
し
て
い
て
毎
回
素
敵
な
コ

メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま
す
。
教
科
書
に
登
場
す
る
俵
さ
ん
に
選
考
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と

が
、
学
校
の
授
業
で
取
り
組
ん
で
い
た
だ
け
る
呼
び
水
に
も
な
っ
て
い
る
の
か
と
思
い
ま

す
。

●
作
品
の
発
表
方
法
：
こ
れ
ま
で
は
、
優
秀
作
品
を
電
車
に
ラ
ッ
ピ
ン
グ
す
る
事
が
ご
褒

美
で
し
た
が
、
今
回
は
、
町
の
そ
こ
こ
こ
で
受
賞
し
た
作
品
に
出
会
え
る
こ
と
を
目
指
し

ま
し
た
。
31
文
字
の
百
人
一
首
ゆ
か
り
の
近
江
神
宮
勧
学
館
、
電
車
の
駅
や
車
両
内
、
商

業
施
設
や
公
共
施
設
な
ど
で
、
意
外
な
と
こ
ろ
で
「
胸
キ
ュ
ン
の
言
葉
」
に
出
会
え
る
の

は
嬉
し
い
も
の
で
す
。

●
観
光
面
で
の
発
信
：
大
津
の
魅
力
を
全
国
に
発
信
し
た
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
地
元
の

市
民
ラ
イ
タ
ー
た
ち
が
、
石
坂
線
の
沿
線
の
魅
力
を
取
材
し
た
も
の
を
、
こ
の
情
報
誌
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
の
S
N
S
に
よ
る
発
信
力
に
も
期
待
し
て
い
ま
す
。
全
国
か
ら

集
ま
っ
た
作
品
や
、
市
民
力
が
詰
ま
っ
て
で
き
た
、
作
品
集
も
兼
ね
て
い
る
こ
の
情
報
サ

イ
ト
を
活
用
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

●
市
民
力
の
発
揮
：
企
業
や
個
人
の
協
力
を
得
る
取
組
も
は
じ
め
ま
し
た
。
こ
の
事
業
主

旨
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
い
た
企
業
の
方
と
「
21
文
字
カ
フ
ェ
」
な
る
も
の
を
開
催
し
、

賛
同
を
得
て
、
協
賛
・
応
援
を
仰
ぐ
も
の
で
す
。
参
加
い
た
だ
い
た
企
業
の
オ
ー
ナ
ー
さ

ん
か
ら
も「
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
活
動
を
知
ら
な
か
っ
た
。も
っ
と
広
く
知
ら
せ
る
べ
き
だ
」

「
地
元
企
業
が
シ
テ
ィ
セ
ー
ル
ス
の
一
端
を
担
う
こ
と
は
、
地
元
人
と
の
つ
な
が
り
が
強
ま

り
、
地
域
を
盛
り
上
げ
る
企
業
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
る
」「
中
高
生
の
参
加
は
、
ま
ち
づ
く

り
に
つ
な
が
る
」「
社
員
に
も
参
加
さ
せ
た
い
」
等
の
お
声
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
行
政
、市
民
、企
業
が
三
位
一
体
と
な
り「
ハ
レ
舞
台
の
創
出
」と「
市
民
力
」を
柱
と
し
て
、

目
指
す
の
は
「
文
化
に
よ
る
・
品
格
あ
る
シ
テ
ィ
セ
ー
ル
ス
」。「
ち
は
や
ふ
る
」
効
果
と

も
あ
い
ま
っ
て
、
大
津
の
魅
力
発
信
の
主
役
と
し
て
「
大
津
・
21
」
が
、
こ
と
ば
に
よ
る

観
光
面
で
の
起
爆
剤
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

電
車
と
青
春
21
文
字
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
代
表
　
　
福
井
美
知
子




