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Q

QQ

Q

Q

Q 資
源
が
あ
り
、
こ
う
し
た
も
の
を
一
体
的
な

行
政
の
中
で
発
信
し
て
い
く
こ
と
で
、
地
域

の
活
性
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
も
で
き
ま

す
。

対
等
と
い
う
合
併
の
意
味
を

も
う
少
し
市
民
に
分
か
り
や

す
く
説
明
し
て
欲
し
い
。

Ａ

生
活
圏
や
経
済
圏
、
歴
史
・
文
化
な
ど
を

共
有
し
て
い
る
市
や
町
が
、
新
た
に
一
体
的

な
も
の
と
し
て
発
展
し
て
い
く
ま
ち
を
築
い

て
い
く
こ
と
が
合
併
の
最
終
的
な
ね
ら
い
で

あ
り
、
そ
の
た
め
の
新
設
合
併
で
す
。
合
併

す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
う
し
た
ま
ち
づ
く
り

に
向
け
て
新
し
い
意
欲
が
盛
り
あ
が
っ
て
い

く
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

彦
根
市
に
は
多
額
の
市
債
が

あ
り
、
合
併
す
る
こ
と
で
さ

ら
に
多
く
の
公
債
を
抱
え
る

の
で
は
。

Ａ

各
市
町
の
起
債
の
残
高
は
年
々
増
加
し
て

い
ま
す
が
、
現
状
で
は
一
般
的
に
言
わ
れ
て

い
る
危
険
ゾ
ー
ン
ま
で
に
は
至
っ
て
は
い
ま

せ
ん
。
ま
た
国
や
県
に
は
、
合
併
特
例
債
な

ど
の
合
併
支
援
策
が
あ
り
、
合
併
は
財
政
の

硬
直
化
を
防
ぐ
一
つ
の
方
策
で
す
。
今
後
、

「
新
市
建
設
計
画
」
の
策
定
に
あ
た
っ
て
、

現
在
の
財
政
状
況
も
見
極
め
な
が
ら
、
将
来

展
望
に
た
っ
て
総
合
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
観

点
か
ら
具
体
的
に
協
議
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

合
併
特
例
債
も
借
金
で
あ
り
、

赤
字
の
と
こ
ろ
と
合
併
し
て

も
財
政
状
況
は
よ
く
な
ら
な

い
の
で
は
。

Ａ

今
後
、
合
併
す
る
と
し
た
ら
、
こ
う
い
う

ま
ち
に
す
る
ん
だ
、
あ
る
い
は
こ
う
い
う
こ

と
を
す
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
整

理
し
、
ど
れ
だ
け
の
費
用
が
必
要
に
な
る
の

か
推
計
し
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
合
併
特

例
債
の
制
度
が
あ
る
か
ら
す
る
の
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
新
市
の
た
め
に
必
要
な
事
業

だ
か
ら
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ

ん
、
財
政
が
耐
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
大

前
提
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
合
併
の
必
要
性

の
一
つ
に
効
率
性
の
向
上
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
１
市
３
町
が
そ
れ
ぞ
れ
取
り
組
ん
で

き
た
部
分
を
、
合
併
す
る
こ
と
で
さ
ら
に
効

率
的
に
運
営
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で

す
。

合
併
す
る
か
ら
に
は
、
夢
と

希
望
と
活
力
を
も
っ
て
合
併

す
べ
き
。
中
心
部
か
ら
離
れ

て
い
る
地
域
は
、
放
っ
て
お

か
れ
て
い
る
の
で
は
。

Ａ

地
域
の
特
色
を
生
か
し
、
い
き
い
き
と
し

た
暮
ら
し
が
で
き
る
地
域
を
つ
く
る
こ
と

が
、
発
展
の
大
き
な
要
素
で
す
。
合
併
し
た

か
ら
端
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
は
な

く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
資
源
や
個
性
を
生
か

し
て
い
く
こ
と
が
全
体
の
発
展
に
つ
な
が
る

市
町
合
併
自
治
会
長
会
議
を

開
催
し
ま
し
た

市
で
は
、
市
町
合
併
の
必
要
性
や
こ
れ
ま
で

の
取
り
組
み
の
経
過
な
ど
に
つ
い
て
自
治
会
長

に
説
明
し
、
意
見
交
換
を
行
う
た
め
、
３
月
15
、

16
日
の
２
日
間
、
市
内
２
会
場
で
「
市
町
合
併

自
治
会
長
会
議
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
両
会
場

と
も
多
く
の
自
治
会
長
の
出
席
の
も
と
、
貴
重

な
意
見
や
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
は
、

会
議
で
の
主
な
意
見
や
質
問
と
、
そ
れ
に
対
す

る
回
答
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

１
市
３
町
が
合
併
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ど
れ
だ
け
の
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
。

Ａ

幅
広
い
メ
リ
ッ
ト
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、

一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
、
組
織

の
効
率
化
を
図
る
こ
と
で
、
管
理
部
門
の
集

約
が
で
き
、
こ
の
こ
と
で
教
育
、
福
祉
、
都

市
基
盤
な
ど
市
民
の
身
近
な
生
活
に
か
か
わ

る
よ
う
な
分
野
で
、
充
実
し
た
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
職
員
の

人
数
に
つ
い
て
も
、
段
階
的
に
削
減
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、

１
市
３
町
に
は
貴
重
な
魅
力
あ
ふ
れ
る
地
域

で
い
く
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
合
併
を
考
え

る
上
で
の
基
本
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

合
併
の
議
論
の
内
容
や
現
状

を
市
民
も
理
解
す
る
必
要
が

あ
る
。
も
う
少
し
き
め
細
か

く
理
解
を
求
め
て
い
く
必
要

は
な
い
か
。

Ａ

こ
れ
ま
で
か
ら
、「
広
報
ひ
こ
ね
」
や

「
合
併
協
議
会
だ
よ
り
」「
合
併
協
議
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（h

ttp
://w

w
w

.h
iko

n
e

-in
u

ka
-

m
i.jp

）」
を
通
じ
て
情
報
提
供
を
行
っ
て
き

て
い
ま
す
。
ま
た
、
学
区
別
の
座
談
会
な
ど

に
お
い
て
も
、
意
見
交
換
を
図
っ
て
き
ま
し

た
。
今
後
は
、
も
っ
と
分
か
り
や
す
い
情
報

提
供
に
努
め
る
と
と
も
に
、
住
民
説
明
会
な

ど
を
引
き
続
き
開
催
し
て
、
市
民
と
と
も
に

合
併
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。

と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
本
市
で
も
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を

提
供
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
駆

使
し
な
が
ら
、
公
平
公
正
な
行
政
を
さ
ら
に

進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

現
在
、
１
市
３
町
で
合
併
協

議
を
進
め
て
い
る
が
、
長
浜

や
木
之
本
な
ど
ほ
か
の
市
町

と
も
合
併
す
る
意
向
は
？

Ａ

現
在
で
も
、
広
域
行
政
の
一
環
と
し
て
、

そ
の
よ
う
な
範
囲
で
環
境
、
歴
史
、
文
化
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
い
て
取
り
組
み
を

進
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
広
域
行
政
と
市

町
村
合
併
と
は
多
少
意
味
が
異
な
り
ま
す
。

合
併
と
な
る
と
、
や
は
り
生
活
圏
と
い
う
こ

と
を
中
心
に
考
え
、
生
活
を
よ
く
す
る
た
め

に
近
隣
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
取
り
組
ん

３月15日、彦根商工会議所での市町合併自治会長会議

多くの自治会長から熱心に質問がされました

第
８
回
合
併
協
議
会
が
開
催

新
市
の
名
称
ア
ン
ケ
ー
ト
が
提
案
さ
れ
ま
し
た

彦
根
市
・
豊
郷
町
・
甲
良
町
・
多
賀
町
合
併

協
議
会
で
は
、
３
月
26
日
に
第
８
回
会
議
を
開

催
し
、
合
併
し
た
場
合
に
、
新
市
に
ふ
さ
わ
し

い
名
称
を
住
民
の
意
向
を
も
と
に
決
定
し
て
い

く
た
め
の
「
新
市
名
称
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を
実
施

す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
、
次
回
の
会
議
で
協
議

さ
れ
る
予
定
で
す
。

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
候
補
と
な
る
名
称
の

中
か
ら
新
市
に
ふ
さ
わ
し
い
名
称
一
つ
を
選
ん

で
○
を
つ
け
る
も
の
で
す
。
対
象
者
は
、
１
市

３
町
に
住
む
16
歳
以
上
の
住
民
の
中
か
ら
無
作

為
に
抽
出
さ
れ
た
２
万
人
で
、
郵
送
で
配
布
、

回
収
を
行
い
ま
す
。
彦
根
市
で
は
、
１
万
６
、

４
０
０
人
が
対
象
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
ア
ン

ケ
ー
ト
の
調
査
期
間
は
、
今
後
協
議
会
で
検
討

さ
れ
ま
す
。

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
候
補
と
な
る
名
称
は
、

２
月
に
住
民
の
皆
さ
ん
が
応
募
し
た
名
称
の
中

か
ら
「
新
市
名
称
候
補
選
定
小
委
員
会
」
で
選

定
さ
れ
た
名
称
６
点
に
、
現
在
の
各
市
町
の
名

称
４
点
を
加
え
た
10
点
で
す
。
合
併
す
る
場
合

の
新
市
の
名
称
は
、
次
の
候
補
の
中
か
ら
決
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

応
募
が
あ
っ
た
名
称
か
ら
選
定
さ
れ
た
名
称

▼
犬
上
市
　
　
　
▼
湖
城
市
　
　
▼
東
近
江
市
　

▼
東
び
わ
こ
市
　
▼
ひ
こ
ね
市
　
▼
び
わ
こ
市

現
在
の
各
市
町
の
名
称

▼
彦
根
市
　
　
　
▼
豊
郷
市
　

▼
甲
良
市
　
　
　
▼
多
賀
市

※
な
お
、
こ
の
ほ
か
の
第
８
回
合
併
協
議
会
の

協
議
内
容
は
、「
合
併
協
議
会
だ
よ
り
第
５

号
」（
広
報
ひ
こ
ね
５
月
１
日
号
と
同
時
に

配
布
）
に
掲
載
さ
れ
ま
す
。

新市将来構想案が
とりまとめられました

彦根市・豊郷町・甲良町・多賀町合併協議
会に設置した「新市将来構想策定委員会」で
は、３月13日に第４回目の会議を開催し、先
に実施した「新市のまちづくりに関する住民
アンケート」やこれまでの策定委員会および
部会ごとの協議を経て、新市将来構想案をと
りまとめました。
この構想は、１市３町が合併した場合に、

住民と行政が連携・協力し、ともに目指すべ
きまちづくりの理念や方向性など新市の将来
ビジョンを示したもので、新市建設計画の基
礎となるとともに、住民の皆さんに合併につ
いて考えていただく材料の一つです。新市将
来構想は、概要版を作成して、１市３町の皆
さんに全戸配布される予定です。

〈新市将来構想案〉から

合併についての問い合わせ先　 市町合併
推進室☎22-1411（内線414）、FAX22-1398

新市が目指す将来都市像
個性が響き合い　活力を生み出す

住み続けたいまち
－今、湖・まち・さと・山が一つになる－

新市のまちづくりの基本方向
⑴お互いに認め合う人権尊重のまちづくり
⑵個性豊かな人と文化を育

はぐく

むまちづくり
⑶活

い

き生き健康福祉のまちづくり
⑷伝統と自然が響き合う産業活力のまちづくり
⑸住んで良かったまちづくり

豊郷町役場別館会議室で開かれた第８回の合併協議会
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マイク＆カメラ　市民インタビュー室

次回のこの欄に登場するのは、あなたかも？

身近なニュース、まちの話題などをお知らせください

市情報政策課広報係☎22-1411（内線431）

・・・・・
・・

・・・・・
・・

・・・・・
・・
・

・・・・・
・・

・・・・
・・ ・・・・
・ ・・・・

▲西日本小・中学生ホッケー大会で男女とも優勝した若葉スポーツ少年団

（保護者、指導者の皆さんといっしょに　昨年11月、伊吹町で）

﹁
夢
は
大
き
く
、
ホ
ッ
ケ
ー
で
五
輪
出
場
！
﹂

藤
吉
陽は

る

之ゆ
き

さ
ん
（
日
夏
町
）、
亀

み
な
み
さ
ん
（
日
夏
町
）

藤
吉
さ
ん
と
亀

さ
ん
が
男
女
の
キ
ャ
プ
テ
ン
と
し
て
活

躍
し
た
﹁
若
葉
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
彦
根
ワ
イ
ル
ド
キ
ッ
ズ
﹂

は
、
市
内
の
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
で
唯
一
、
ホ
ッ
ケ
ー
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
平
成
14
年
度
に
は
、
主
要
な
大
会
で
、
次

の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
成
績
を
収
め
ま
し
た
。

全
国
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
ホ
ッ
ケ
ー
交
流
大
会
︵
８
月
に
埼
玉

県
で
開
催
︶
＝
男
子：

優
勝
、
女
子：

ベ
ス
ト
12

西
日
本
小
・
中
学
生
ホ
ッ
ケ
ー
大
会
︵
11
月
、
滋
賀
県
︶
＝

男
子：

優
勝
、
女
子：

優
勝

西
日
本
６
人
制
ホ
ッ
ケ
ー
選
手
権
大
会
︵
３
月
、
大
阪
府
︶

＝
男
子：

３
位
、
女
子：

優
勝

な
お
２
人
と
も
、
卒
団
後
も
中
学
校
や
地
域
の
ク
ラ
ブ
で

ホ
ッ
ケ
ー
を
続
け
て
い
ま
す
。

藤
吉
さ
ん
「
前
年
の
成
績
が

ベ
ス
ト
８
止
ま
り
だ
っ
た

の
で
、
そ
れ
よ
り
上
を
目

指
し
て
練
習
し
た
の
が
良

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
大

き
な
大
会
で
は
緊
張
し
た

け
れ
ど
、
ふ
だ
ん
の
力
を

出
し
切
る
こ
と
が
で
き
て

満
足
し
て
い
ま
す
。
日
本

代
表
と
し
て
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
出
場
を
目
指
し
て
ホ
ッ
ケ
ー
を
続
け
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。」

亀

さ
ん
「
と
に
か
く
ホ
ッ
ケ
ー
が
大
好
き
で
、
毎
週
土

曜
日
の
練
習
日
が
待
ち
遠
し
い
６
年
間
で
し
た
。
チ
ー

ム
ワ
ー
ク
の
良
さ
が
好
成
績
に
つ
な
が
っ
た
と
思
い
ま

す
。
ホ
ッ
ケ
ー
を
通
し
て
、
何
で
も
最
後
ま
で
あ
き
ら

め
な
い
で
努
力
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
び
ま
し
た
。」

▼亀 さん（中央）

藤
吉
さ
ん
︵
中
央
︶

▼もうすぐ芽を出すタラの木が一面に

植えられている畑

﹁
山
菜
の
王
様
・
タ
ラ
ノ
メ
を
鳥
居
本
の
特
産
物
に
﹂

鳥
居
本
山
菜
組
合

辻
森
新
一
さ
ん
（
鳥
居
本
町
）

皆
さ
ん
は
、「
タ
ラ
ノ
メ
」
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。「
山

菜
の
王
様
」
と
言
わ
れ
る
と
て
も
人
気
の
あ
る
山
菜
で
、
春

ご
ろ
に
天
ぷ
ら
な
ど
で
食
べ
る
と
、
独
特
の
風
味
が
楽
し
め

ま
す
。
鳥
居
本
山
菜
組
合
（
18
人
）
で
は
、
こ
の
タ
ラ
ノ
メ

を
鳥
居
本
の
特
産
物
に
し
よ
う
と
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。

鳥
居
本
は
平
た
ん
な
土
地
が
少
な
く
、
農
業
を
営
む
の
が

難
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
傾
斜
地
が
多
い
の
で
、
田

は
一
枚
の
面
積
が
小
さ
く
て
、
稲
作
に
は
ほ
か
の
地
域
に
比

べ
て
た
く
さ
ん
の
労
力
を
必
要
と
し
ま
す
。
ま
た
、
畑
で
野

菜
を
栽
培
し
て
も
、
収
穫
前
に
サ
ル
や
イ
ノ
シ
シ
に
食
べ
ら

れ
て
し
ま
う
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
た

く
さ
ん
の
農
地
の
耕
作
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
状
態
で
す
。

そ
ん
な
鳥
居
本
で
も
栽
培
で
き
る
、
ま
た
鳥
居

本
で
し
か
栽
培
で
き
な
い
も
の
は
な
い
か
、
と
探
し
て

い
て
、
タ
ラ
ノ
メ
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

タ
ラ
ノ
メ
は
、
春
に
水
は
け
の
よ
い
畑
に
鉛
筆
ほ
ど
の
種

根
を
植
え
る
と
、
６
か
月
後
に
は
高
さ
１
５
０
㎝
ほ
ど
に

成
長
し
、
次
の
春
に
は
収
穫
で
き
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
労
力
も

い
ら
ず
、
力
仕
事
も
少
な
い
の
で
、
高
齢
者
や
女
性
に
も
栽

培
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

昨
年
の
春
に
出
荷
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
予
想
以
上
に
好
評

で
し
た
。
今
後
は
、
も
っ
と
出
荷
す
る
量
を
増
や
し
、
出
荷

先
も
工
夫
し
て
、
た
く
さ
ん
の
人
が
気
軽
に
タ
ラ
ノ
メ
を
楽

し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

辻森さん

近
江
の
歴
史
を
語
る
と
き
、
近
江
源
氏

げ
ん
じ

佐
々

木
氏
を
措お

い
て
話
は
進
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

甲
良
の
歴
史
も
ま
た
然し

か

り
で
す
。

観か
ん

応お
う

元
年
（
１
３
５
０
）
６
月
佐
々
木
京き

ょ
う

極ご
く

道ど
う

誉よ

が
高こ

う
の

師も
ろ

直な
お

に
宛あ

て
た
文
書
（
多
賀
神
社
文

書
）
に
よ
る
と
「
私
が
今
こ
う
し
て
甲
良
に
住

ま
い
を
か
ま
え
て
い
ら
れ
る
の
も
、
ひ
と
え
に

多
賀
社
の
神
官
で
あ
る
多
賀
・
河
瀬
一
族
の
忠

勤
の
賜た

ま

物も
の

で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

近
江
一
国
の
守
護
と
な
っ
た
佐
々
木
道
誉
は

坂
田
郡
柏
原
か
ら
甲
良
に
館
を
移
す
に
つ
い

て
、
国こ

く

人じ
ん

領
主
た
る
多
賀
・
河
瀬
両
氏
を
懐
柔

し
た
こ
と
が
知
れ
ま
す
。
さ
ら
に
道
誉
四
代
の

孫
京
極
持も

ち

清き
よ

は
、
己
の
弟
高た

か

忠た
だ

を
多
賀
氏
へ
送

り
込
み
姻い

ん

戚せ
き

関
係
に
よ
り
さ
ら
に
そ
の
絆き

ず
な

を
固

め
た
の
で
す
。

こ
の
高
忠
こ
そ
世
に
有
名
な
多
賀
豊ぶ

ん

後ご
の

守か
み

高た
か

忠た
だ

に
他
な
り
ま
せ
ん
。

『
中
世
武
家
儀
礼
の
研
究
』（
二ふ

た

木き

謙
一

著
・
吉
川
弘
文
館
）
に
は
高
忠
に
つ
い
て
次
の

記
述
が
あ
り
ま
す
。

合
併
に
つ
い
て
協
議
を
す
す
め
て
い
る
彦
根
市
・
豊
郷
町
・
甲
良
町
・
多
賀
町
の
１
市
３
町
は
、

こ
れ
ま
で
ど
ん
な
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

﹁
１
市
３
町
の
あ
ゆ
み
、
つ
な
が
り
﹂
を
テ
ー
マ
に
、
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
歴
史
を
そ
れ

ぞ
れ
の
市
町
の
歴
史
の
研
究
に
携
わ
っ
て
い
る
人
に
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
地
域
の
来
し
方
行
く

末
に
思
い
を
は
せ
て
く
だ
さ
い
。

「
多
賀
高
忠
は
近
江
京き

ょ
う

極ご
く

氏
の
重
臣
で
、
室

町
中
期
寛か

ん

正し
ょ
う

３
年
（
１
４
６
２
）
10
月
５
日
か

ら
文ぶ

ん

正し
ょ
う

元
年
（
１
４
６
６
）
12
月
末
ま
で
と
文ぶ

ん

明め
い

17
年
（
１
４
８
５
）
４
月
15
日
か
ら
そ
の
死

に
い
た
る
翌
18
年
８
月
17
日
ま
で
応
仁
の
大
乱

前
後
の
時
代
に
二
度
に
わ
た
っ
て
侍

さ
む
ら
い

所ど
こ
ろ

所し
ょ

司し

代だ
い

の
任
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。

歌か

道ど
う

を
よ
く
し
、
小
笠
原

お

が

さ

わ

ら

持も
ち

長な
が

に
射し

ゃ

芸げ
い

を
学

び
、
そ
の
技
に
秀ひ

い

で
ま
た
多
く
の
武ぶ

家け

故こ

実じ
つ

書し
ょ

を
著
し
て
い
る
。（
中
略
）
室
町
期
の
京
都
の

人
々
の
間
に
多
賀
高
忠
の
名
は
、
あ
た
か
も
江

戸
の
名
町
奉
行
大
岡
越
前
守

え
ち
ぜ
ん
の
か
み

忠
相

た
だ
す
け

に
比
せ
ら
れ

る
ほ
ど
市し

井せ
い

に
知
ら
れ
て
い
た
。
庶
民
を
食
い

物
に
す
る
狡こ

う

猾か
つ

な
質
屋
を
懲
ら
し
め
た
り
、
強

欲
な
買
主
に
奪
わ
れ
た
家
財
を
奇
抜
な
裁
き
で

守
っ
て
や
っ
た
話
な
ど
、
そ
の
真
偽
の
ほ
ど
は

と
も
あ
れ
こ
う
し
た
逸
話
が
京
都
の
庶
民
た
ち

に
語
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
高
忠
と
京
都
の
関
係
の

深
さ
が
し
の
ば
れ
よ
う
。」

こ
の
よ
う
に
、
高
忠
は
所
司
代
と
し
て
京
都

に
あ
っ
て
活
躍
し
た
人
物
で
す
が
、
彼
は

下
之
郷

し

も

の

ご

う

城
主
（
三
代
目
）
で
も
あ
る
下
之
郷

桂
城

か
つ
ら
ぎ

神
社
文
書
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り

ま
す
。

「
京
極
高た

か

員か
ず

（
高
忠
の
父
）
は
こ
の
社
が
往お

う

祖そ

の
神し

ん

霊れ
い

で
あ
る
こ
と
に
思
い
を
は
せ
（
桂
城

社
は
佐
々
木
神
社
の
祭さ

い

神じ
ん

を
勧か

ん

請じ
ょ
う

し
て
い
る
）

朝ち
ょ
う

拝は
い

怠
り
無
か
っ
た
。
近
在
の
八は

ち

目め

、
石い

し

畑ば
た
け

、

八は
っ

町ち
ょ
う

、
四
十
九
院

し

じ

ゅ

く

い

ん

や
や
遅
れ
て
雨
降
野

あ

め

ふ

り

の

の
村
人

た
ち
は
産
土
神

う
ぶ
す
な
が
み

と
し
て
敬
い
た
い
と
申
し
出
が

あ
っ
た
の
で
こ
れ
を
許
し
、
六ろ

く

所し
ょ

の
産
土
神

う
ぶ
す
な
が
み

と

し
た
の
で
神し

威ん
い

は
い
や
が
う
え
に
も
上
が
っ

た
。
高
員
の
子
豊
後
守
高
忠
は
姓
を
多
賀
に
改

め
弓
馬
の
達
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
あ
る
年
、
国

中
の
人
々
が
干か

ん

天て
ん

の
た
め
困
窮
し
た
と
き
六
所

の
神
に
雨
乞
い
神
事
を
奉
納
す
る
や
忽た

ち
ま

ち
に
降

雨
が
あ
り
、
国こ

く

守し
ゅ

京
極
持も

ち

清き
よ

の
信
頼
を
一
身
に

集
め
六
所
大だ

い

権ご
ん

現げ
ん

の
威
光
も
よ
り
高
ま
っ
た
。

か
く
て
下
之
郷
城
は
代
々
相
続
し
来
た
っ
た

が
永え

い

禄ろ
く

・
元げ

ん

亀き

・
天て

ん

正し
ょ
う

の
政
変
に
江こ

う

源げ
ん

佐
々
木

一
統
は
悉

こ
と
ご
とく
没
落
、
下
之
郷
城
は
他
に
先
ん
じ

て
落
城
し
城
主
を
は
じ
め
家
老
ら
諸
士
多
く
が

討う
ち

死じ
に

し
た
。」

こ
の
よ
う
に
甲
良
は
既
に
南
北
朝
時
代
か
ら

多
賀
、
豊
郷
、
彦
根
と
歴
史
的
に
深
い
つ
な
が

り
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
す
。

（
甲
良
町
文
化
財
専
門
委
員
　
川か

わ

並な
み

稔と
し

男お

）

多
賀
豊
後
守
高
忠
像


