
上野 幸夫　全滋連会長

藤井 勇治　長浜市長

上
野
会
長
：
藤
井
市
長
に
は
お
忙
し
い
中
、
時
間

を
割
い
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

藤
井
市
長
：
こ
ち
ら
こ
そ
、
ふ
る
さ
と
を
離
れ
た

人
は
、
こ
の
県
人
会
の
広
報
誌
を
大
切
に
思

っ
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
大
変
あ
り
が
た
い

で
す
。
と
こ
ろ
で
、
上
野
会
長
の
名
刺
は
大

変
華
や
か
で
す
ね
。

上
野
会
長
：
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
こ
の
名
刺

に
は
、
県
の
木
「
も
み

じ
」、
県
の
花
「
し
ゃ

く
な
げ
」、
県
の
鳥
「
か

い
つ
ぶ
り
」
を
あ
し
ら

い
、
各
地
で
滋
賀
県
を

Ｐ
Ｒ
し
て
い
ま
す
。

藤
井
市
長
：
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。
こ
れ

か
ら
も
上
野
会
長
に
は
先
頭
に
立
っ
て
、
ふ

る
さ
と
滋
賀
の
良
さ
を
広
め
て
ほ
し
い
で

す
。

上
野
会
長
：
滋
賀
県
人
会
は
、
日
本
に
54
、
海
外

に
15
あ
り
、
世
界
中
に
滋
賀
の
良
さ
を
伝
え

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
何
よ
り
世
界
で
活
躍

す
る
滋
賀
県
人
の
心
の
支
え
に
な
れ
ば
と

日
々
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
会
報
誌

「
お
う
み
の
風
」
は
、
そ
の
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

藤
井
市
長
：
こ
れ
か
ら
の
自
治
体
は
、交
流
人
口
、

関
係
人
口
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
。県
人
会
の
皆
さ
ん
の
取
り
組
み
は
、

長
浜
に
と
っ
て
も
心
強
い
味
方
で
す
。

上
野
会
長
：
長
浜
は
、
黒
壁
の
ま
ち
づ
く
り
で
、

ま
さ
し
く
交
流
人
口
、
関
係
人
口
を
増
や
す

取
り
組
み
を
国
に
先
駆
け
て
成
功
さ
れ
て
い

ま
す
。
経
緯
や
成
功
の
秘
訣
を
お
聞
か
せ
い

た
だ
き
た
い
。

藤
井
市
長
：
そ
う
で
す
ね
。
ま
ず
、
長
浜
の
ま
ち

の
名
前
の
由
来
に
つ
い
て
少
し
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
名
づ
け
親
は
、
天
下
人
・

豊
臣
秀
吉
で
、
浅
井
氏
攻
略
に
手
柄
を
立
て

た
秀
吉
が
主
君
の
織
田
信
長
に
浅
井
氏
の
領

地
を
も
ら
っ
て
、
も
と
も
と
「
今
浜
」
と
呼

ん
で
い
た
こ
の
地
の
名
前
を
信
長
の
「
長
」

を
と
っ
て
、「
長
浜
」
と
名
付
け
た
の
で
す
。

上
野
会
長
：
で
は
、
長
浜
の
「
長
」
は
信
長
の

「
長
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
ね
。

藤
井
市
長
：
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
秀
吉
は
、
こ

こ
で
初
め
て
城
を
築
き
、
城
下
町
で
誰
で
も

自
由
に
商
売
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
長
浜
の

城
下
は
自
由
で
賑
わ
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

こ
こ
か
ら
秀
吉
は
、
天
下
統
一
を
果
た
し
た

わ
け
で
す
か
ら
、
時
代
が
変
わ
っ
て
も
、
長

浜
の
人
は
「
秀
吉
さ
ん
」
と
親
し
み
を
感
じ

て
い
ま
す
。

上
野
会
長
：
秀
吉
時
代
か
ら
脈
々
と
続
く
「
自
由

な
賑
わ
い
」
そ
れ
が
長
浜
の
ま
ち
づ
く
り
の

キ
ー
ワ
ー
ド
の
よ
う
で
す
ね
。

藤
井
市
長
：
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
今
の
黒
壁
ス

ク
エ
ア
誕
生
前
、
長
浜
の
中
心
市
街
地
は
、

郊
外
の
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
進
出

や
急
激
な
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
に

よ
る
駐
車
場
不
足
な
ど
で
人
通
り
の
な
い
シ

ャ
ッ
タ
ー
商
店
街
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
閑
散
と
し
た
状
況
は
、「
1
時
間
に
人
4

人
と
犬
１
匹
」
と
表
現
さ
れ
有
名
に
な
っ
た

ほ
ど
で
す
。
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
中
心
市
街

地
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
現
在
の
黒
壁
ガ
ラ
ス

館
の
建
物
が
取
り
壊
さ
れ
る
と
い
う
話
が
持

ち
上
が
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
許
し
て
は
、

ま
ち
が
崩
壊
す
る
と
危
機
感
を
持
っ
た
市
民

が
立
ち
上
が
り
、
黒
壁
の
建
物
を
買
い
取
る

動
き
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
動
き
を
金
融
機

関
も
行
政
も
支
援
し
て
、
今
の
株
式
会
社
黒

壁
が
で
き
た
の
で
す
。

上
野
会
長
：
当
時
、
黒
壁
誕
生
に
は
、
多
く
の
ま

ち
を
思
う
人
た
ち
の
心
意
気
が
あ
ふ
れ
て
い

た
わ
け
で
す
ね
。
昨
年
30
周
年
を
迎
え
ら
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
歩
み
に
つ
い
て
も
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

藤
井
市
長
：
黒
壁
の
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
と
し

て
語
ら
れ
て
い
ま
す
の
は
、
第
一
に
、「
デ

ザ
イ
ン
」。
長
浜
の
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
は
、

歴
史
的
建
物
や
街
並
み
だ
と
捉
え
て
、
長
浜

長浜市長

藤井 勇治
全滋連会長

上野 幸夫
対談日：令和元年12月11日
場　所：長浜市市役所市長執務室

梅の木に猶やどり木や梅の花
（芭蕉、「笈の小文」より、貞享5（1688）年2月、伊勢神宮にて、外宮三方家の御師父子を譬えて老梅と小梅）
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黒壁ガラス館

黒壁体験教室ステンドグラス

の
町
を
「
博
物
館
」
に
見
立
て
、
歴
史
的
資

源
を
磨
き
上
げ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

同
時
に
博
物
館
に
学
芸
員
が
い
る
よ
う
に
市

民
を
学
芸
員
と
し
て
市
内
を
案
内
で
き
る
よ

う
養
成
し
、
観
光
客
に
長
浜
の
ま
ち
を
楽
し

ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
し
て
い
き
ま
し
た
。

今
で
は
ど
の
ま
ち
で
も
見
ら
れ
る
観
光
ボ
ラ

ン
タ
リ
ー
ガ
イ
ド
の
し
く
み
で
す
。第
二
に
、

「
ス
キ
ー
ム
」。
株
式
会
社
黒
壁
は
、
直
営
店

舗
の
運
営
だ
け
で
な
く
、
周
辺
の
ま
ち
づ
く

り
を
担
い
、
店
舗
の
所
有
者
や
運
営
者
の
調

整
を
し
て
、
一
体
感
の
あ
る
街
並
み
を
整
え

て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
で
、
黒
壁
ス
ク
エ
ア

の
ブ
ラ
ン
ド
化
に
成
功
し
た
の
で
す
。
こ
れ

に
は
、
何
か
問
題
が
起
き
た
と
き
は
、
市
民

自
ら
が
問
題
を
乗
り
越
え
る
伝
統
が
大
き
く

寄
与
し
た
の
で
す
。
第
三
に
、「
ビ
ジ
ネ
ス
」

と
し
て
「
ガ
ラ
ス
」
を
主
軸
と
し
た
こ
と
。

古
い
街
並
み
に
、
ガ
ラ
ス
と
い
う
取
り
合
わ

せ
が
、
人
々
の
心
に
感
動
や
安
ら
ぎ
を
も
た

ら
し
た
よ
う
で
す
。
季
節
に
合
わ
せ
て
調
度

を
変
え
て
い
く
町
屋
暮
ら
し
の
伝
統
も
人
々

の
心
を
引
き
付
け
ま
し
た
。
株
式
会
社
黒
壁

は
、
た
く
さ
ん
の
新
し
い
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
で

多
く
の
賑
わ
い
を
生
み
ま
し
た
が
、
原
点
は

長
浜
の
人
の
暮
ら
し
と
町
を
思
う
力
に
支
え

ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
私
は
、

黒
壁
の
成
功
は
、
長
浜
市
民
の
力
の
結
晶
で

あ
る
と
常
々
申
し
あ
げ
て
い
ま
す
。

上
野
会
長
：
長
浜
市
民
の
力
の
結
晶
で
す
か
。
素

晴
ら
し
い
言
葉
で
す
。
滋
賀
県
人
会
の
皆
さ

ん
に
改
め
て
黒
壁
ス
ク
エ
ア
に
行
っ
て
い
た

だ
く
よ
う
ア
ピ
ー
ル
し
た
い
で
す
。
見
ど
こ

ろ
や
お
す
す
め
は
あ
り
ま
す
か
。

地域文化の振興こそ
地方再生の柱の一つ
―秀吉さんの街・長浜

対談
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曳山祭り 長浜城

近江の曳山分布図（「み～なvol.127」より参照）

曳山
　日本人にとっては神が棲む神聖なる山が動くかのように見えるのが
「ヤマ」でした。山車、ダンジリ、屋台、山と呼び方があります。

長浜曳山
　13基あり長刀山を除く12の曳山のルーツは仏壇。江戸時代中期頃か
ら作られたもの。

長浜曳山祭の見どころ
① 神前入りー4月14日の登り山の際、八幡宮手前で停まり、「正装する」。
② 子ども役者の肩車―神の前で芸能を披露する特別の役をいただいた
子どもが地面に足を付けると穢れるから。京都祇園祭の長刀鉾の生
き稚児も同様。
③ 曳山の1つに「春日山」。春日信仰の持つ慈悲の神徳を名前に採用。
襖に描かれた長寿のシンボルである寿老人の姿、春日信仰を示す水
神（竜神）の彫り物もあり。等々。

長浜曳山博物館（長浜市元浜町14-8）
　平成12年に開館。有形・無形の保存と伝承
を行い、曳山に関する情報を収集、また研究
できる博物館として、長浜の曳山文化を全国
に発信しています。平成2年からは三役養成
塾を開き、塾生は平成28年からは出番の4山
全部に上がっています。松竹に所属する塾出
身者もいます。平成28年にはユネスコの登録
記念公演を東京の国立劇場で行っています。

曳山祭り（滋賀県内）
　子どもが舞台で狂言を披露する「長浜曳山
祭」（国指定重要無形民俗文化財）（開催日4
月9～17日）、「米原曳山祭」（県指定無形民俗
文化財）（同10月体育の日を含む3連休）、流
行ものを山飾りした「日野曳山祭」（同５月2
～3日）、「水口曳山祭」（同5月2～3日）（い
ずれも県指定無形民俗文化財）、からくりを取
りいれた「大津曳山祭」（国指定重要無形民俗
文化財）（10月13日）、湖西では囃しが中心
の「大溝曳山祭」（県指定無形民俗文化財）（同
5月3～5日）があります。
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冨田人形会館 本陣薬局

藤
井
市
長
：
も
ち
ろ
ん
、全
部
見
ど
こ
ろ
で
す
が
、

ま
ず
は
、
街
並
み
の
風
情
で
し
ょ
う
か
。
通

り
に
よ
っ
て
も
少
し
違
っ
た
表
情
を
見
せ
て

く
れ
る
の
で
楽
し
い
で
す
。
体
験
教
室
で
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
ガ
ラ
ス
細
工
作
り
も
お
す
す
め

で
す
。
こ
こ
で
は
、紹
介
し
き
れ
ま
せ
ん
が
、

絶
対
損
は
さ
せ
ま
せ
ん
の
で
、
ぜ
ひ
遊
び
に

い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。

上
野
会
長
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
し

て
、
長
浜
と
い
え
ば
も
う
一
つ
ユ
ネ
ス
コ
無

形
文
化
遺
産
「
長
浜
曳
山
ま
つ
り
」
が
有
名

で
す
。私
も
何
度
も
拝
見
し
て
お
り
ま
す
が
、

改
め
て
歴
史
や
見
ど
こ
ろ
を
教
え
て
く
だ
さ

い
。

藤
井
市
長
：
長
浜
曳
山
ま
つ
り
は
、
平
成
28
年
に

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
滋
賀
県
で
は
唯
一
で
す
。
こ
の
始

ま
り
は
、
こ
れ
も
秀
吉
に
関
係
し
て
い
ま
し

て
、
秀
吉
が
長
浜
城
主
の
と
き
、
男
の
子
が

生
ま
れ
、
そ
の
お
祝
い
に
人
々
に
砂
金
を
配

り
、人
々
が
そ
れ
を
元
手
に
曳
山
を
作
っ
て
、

秀
吉
の
男
子
誕
生
を
祝
っ
た
こ
と
が
き
っ
か

け
で
す
。
そ
こ
か
ら
４
０
０
年
を
超
え
て
継

承
さ
れ
、
4
月
9
日
か
ら
17
日
ま
で
の
間
、

毎
年
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
祭
り
の
見
ど

こ
ろ
は
、
動
く
美
術
館
と
呼
ば
れ
る
豪
華
絢

爛
な
山
車
の
上
で
行
わ
れ
る
子
ど
も
歌
舞
伎

で
、
期
間
中
は
約
5
万
人
の
観
光
客
で
賑
わ

い
ま
す
。

上
野
会
長
：
本
当
に
素
晴
ら
し
い
祭
り
で
す
が
、

実
施
す
る
に
は
ご
苦
労
も
多
い
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。

藤
井
市
長
：
確
か
に
行
政
も
、
長
浜
曳
山
文
化
協

会
を
立
ち
上
げ
、
歌
舞
伎
に
必
要
な
三
役

（
振
付
、
大
夫
、
三
味
線
）
の
養
成
、
曳
山

の
修
理
保
存
を
支
援
す
る
な
ど
サ
ポ
ー
ト
を

し
て
い
ま
す
が
、
山
車
を
管
理
す
る
町
内
の

「
山
組
」
と
呼
ば
れ
る
方
々
や
子
ど
も
歌
舞

伎
に
役
者
と
し
て
出
る
子
ど
も
た
ち
も
少
子

高
齢
化
に
よ
り
少
な
く
な
っ
て
、
年
々
運
営

が
厳
し
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。し
か
し
、

長
浜
の
人
は
、
こ
の
伝
統
を
絶
や
し
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
熱
意
の
も
と
、
人
や
資
金
の

確
保
を
自
力
で
行
い
、
今
年
も
良
い
祭
り
を

し
よ
う
と
頑
張
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

子
ど
も
た
ち
も
、
難
し
い
歌
舞
伎
の
振
付
や

セ
リ
フ
を
覚
え
る
た
め
、
春
休
み
の
時
間
を

割
い
て
厳
し
い
稽
古
を
し
て
い
ま
す
。
つ
ら

い
稽
古
に
子
ど
も
た
ち
も
一
度
は
音
を
上
げ

る
の
で
す
が
、
大
人
た
ち
の
サ
ポ
ー
ト
で
立

ち
上
が
り
、
本
番
で
は
大
人
顔
負
け
の
素
晴

ら
し
い
歌
舞
伎
を
披
露
し
て
く
れ
ま
す
。
子

ど
も
歌
舞
伎
も
黒
壁
と
同
じ
く
長
浜
市
民
の

力
の
結
晶
で
す
。
ぜ
ひ
、
4
月
15
日
の
長
浜

八
幡
宮
で
の
子
ど
も
歌
舞
伎
を
ご
覧
い
た
だ

き
、
今
の
長
浜
の
人
た
ち
の
心
意
気
を
感
じ

て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

上
野
会
長
：
長
浜
に
は
、
曳
山
以
外
に
も
優
れ
た

歴
史
文
化
が
無
数
あ
り
ま
す
ね
。

藤
井
市
長
：
そ
う
で
す
。
国
県
市
が
指
定
し
た
文

化
財
が
４
５
３
件
あ
り
、
私
は
長
浜
を
歴
史

の
重
み
と
文
化
の
薫
り
は
日
本
一
と
ア
ピ
ー

ル
し
て
お
り
ま
す
。
曳
山
と
同
じ
く
ユ
ネ
ス

コ
に
登
録
さ
れ
「
ユ
ネ
ス
コ
世
界
の
記
憶
」

と
な
っ
た
本
市
出
身
雨
森
芳
洲
の
書
い
た
雨

森
芳
洲
関
係
資
料
、
県
指
定
無
形
民
俗
文
化

財
で
あ
る
冨
田
人
形
な
ど
、
数
え
上
げ
れ
ば

き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
冨
田
人
形
を
伝

承
す
る
冨
田
人
形
共
遊
団
の
皆
さ
ん
は
郷
土

芸
能
の
継
承
活
動
を
活
性
化
さ
れ
た
と
し

て
、
サ
ン
ト
リ
ー
地
域
文
化
賞
を
こ
の
た
び

受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

上
野
会
長
：
長
浜
の
歴
史
文
化
は
確
か
に
語
り
つ

く
せ
な
い
も
の
で
す
が
、
東
京
で
発
信
さ
れ

て
い
る
観
音
文
化
に
つ
い
て
も
ぜ
ひ
お
聞
き

し
た
い
。

藤
井
市
長
：
長
浜
は
古
く
か
ら
信
仰
心
の
篤
い
土

地
柄
で
し
て
、
集
落
で
観
音
様
を
大
切
に
守

り
、
毎
日
祈
り
を
捧
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ

れ
を
私
は
、「
観
音
の
祈
り
の
文
化
」
と
呼

ん
で
お
り
ま
す
。
そ
の
文
化
を
知
っ
て
い
た

上野不忍池と弁天島
　江戸初期、寛永寺の開祖・天海が京都周
辺にある神社仏閣に見立て、寛永寺は延暦
寺に見立て、上野のシンボルである「不忍
池」は琵琶湖を見立て、竹生島（宝厳寺）
になぞらえた弁天島（中之島）（御堂）を
築かせたという歴史を持っています。
■びわ湖長浜KANNON　HOUSE
　東京都台東区上野2-14-27上野の森ファーストビル１Ｆ
　TEL：03-6806-0103、FAX：03-6806-0243
　入場無料、休館日：月曜日　（注）10月末閉館予定
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竹生島神社（鳥居） 長浜盆梅展

国宝・十一面観音立像

■国宝・十一面観音立像　（向源寺所蔵）
　 国宝第一号。戦国時代戦火から土の中
に埋めて守られたとの伝。
　 ●お問い合わせ先：向源寺
　　長浜市高月町渡岸寺50
　　TEL.0749-85-2632
■ 重要文化財・十一面観音立像（鶏足寺
所蔵）
　●お問い合わせ先： 「己高閣・世代閣」
　　長浜市木之本町古橋1107
　　TEL.0749-82-2784
■重要文化財・千手観音立像（観音寺）
　 長浜市木之本町黒田1811
　●お問い合わせ先：長浜観光協会
　　TEL.0749-82-5909

他にも多数あり。

主な観音様だ
こ
う
と
東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
で
の

「
観
音
展
」
の
実
施
や
、東
京
・
上
野
に
「
び

わ
湖
長
浜
Ｋ
Ａ
Ｎ
Ｎ
Ｏ
Ｎ 

Ｈ
Ｏ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
」

を
設
け
る
な
ど
し
て
い
ま
す
。
お
か
げ
さ
ま

で
ど
ち
ら
も
多
く
の
来
場
を
い
た
だ
き
、
ぜ

ひ
現
地
で
体
感
し
た
い
と
長
浜
ま
で
来
ら
れ

る
人
も
増
え
て
い
ま
す
。

上
野
会
長
：
年
明
け
は
、
長
浜
盆
梅
展
が
知
ら
れ

て
い
ま
す
ね
。

藤
井
市
長
：
そ
う
で
す
。
今
年
69
回
目
と
な
り
、

常
時
90
鉢
の
梅
の
盆
栽
が
迎
え
て
く
れ
ま

す
。
樹
齢
４
５
０
年
を
超
え
る
も
の
、
高
さ

２
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
な
ど
個
性
豊
か

な
盆
梅
が
あ
り
、
一
足
早
い
春
を
感
じ
て
い

た
だ
け
ま
す
。

藤
井
市
長
：
見
ど
こ
ろ
あ
ふ
れ
る
長
浜
で
す
が
、

こ
こ
で
私
が
一
番
好
き
な
長
浜
の
風
景
を
紹

介
し
ま
す
。
そ
れ
は
竹
生
島
の
夕
景
で
す
。

竹
生
島
は
「（
神
を
）
斎い
つ

く
島
」
が
島
名
の

由
来
と
さ
れ
る
厳
か
な
島
で
、
そ
の
夕
景
は

何
と
も
言
え
な
い
神
々
し
さ
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
見
る
と
私
は
明
日
へ
の
活
力
が
湧
い

て
き
ま
す
。
ぜ
ひ
皆
さ
ん
に
も
体
験
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

上
野
会
長
：
最
後
に
、
最
近
の
長
浜
の
主
な
動
き

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

藤
井
市
長
：
長
浜
市
は
、
２
０
０
６
年
と
２
０
１

０
年
の
2
度
の
合
併
を
経
て
、
今
の
形
に
な

り
ま
し
た
。
結
果
、
県
内
有
数
の
大
き
さ
を

誇
る
12
万
都
市
と
な
り
ま
し
た
が
、
合
併
す

る
こ
と
は
、
目
的
で
な
く
、
市
民
の
暮
ら
し

を
高
め
る
手
段
で
あ
り
ま
す
。
ま
ち
づ
く
り

の
指
針
で
あ
る
長
浜
市
総
合
計
画
の
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
に
は
、「
挑
戦
」
と
「
創
造
」
と

い
う
大
き
な
旗
を
掲
げ
、
子
育
て
応
援
、
教

育
の
充
実
、
産
業
振
興
、
長
浜
の
魅
力
発
信

な
ど
に
全
力
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。特
に
、

近
年
、
人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
が
顕
著
と

な
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
子
育
て
し
や
す
い

ま
ち
長
浜
を
目
指
し
、
全
国
の
10
万
都
市
で

は
初
め
て
と
な
る
小
学
校
６
年
間
の
給
食
費

を
無
料
と
し
、
さ
ら
に
国
に
先
駆
け
て
、
保

　長浜駅の近くにあり、現在は盆梅展（１月10日から3月10
日）会場。明治19（1886）年、明治天皇皇后両陛下が休憩
されるために浅見又蔵氏が私財を投じて建設。当時の内閣総
理大臣伊藤博文が「慶雲館」と命名。２階には犬養毅書「天
行健」（運命は止まることはなく、立派な人でもその人生に休
むことはない、の意）の額があり、易経からの出典。「天行健」
の後には「…地勢坤　君子以厚徳載物」と続く。「大地があら
ゆる生物を育むように、君子は人徳を高く持ち義務を成し遂
げる」の意。

慶雲館
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育
料
を
第
2
子
半
額
、
第
３
子
以
降
は
無
料

に
す
る
な
ど
大
胆
な
施
策
を
実
行
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
新
庁
舎
整
備
、
中
心
市
街
地
の

再
開
発
、
小
谷
城
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
の
開
通
な
ど
50
年
に
一
度
の
ビ
ッ
ク
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
着
実
に
進
ん
で
お
り
ま
す
。

長
浜
の
ま
ち
づ
く
り
も
全
世
界
で
活
躍
す
る

滋
賀
県
人
会
の
皆
さ
ん
に
負
け
な
い
よ
う
に

こ
れ
か
ら
も
進
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ふ

る
さ
と
を
時
に
は
思
い
出
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

上
野
会
長
：
藤
井
市
長
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
長
浜
の
素
晴
ら
し
さ
を
十
分
お
聞
き

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
機

会
あ
る
ご
と
に
県
人
会
と
し
て
も
長
浜
を
Ｐ

Ｒ
し
て
い
き
ま
す
。

藤
井
市
長
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
後
も

サ
ポ
ー
ト
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

藤
井
　
勇
治

　
経
歴

　

昭
和
25
年
2
月　

滋
賀
県
長
浜
市
生
ま
れ

　

昭
和
48
年
3
月　

龍
谷
大
学
法
学
部
卒
業

　

昭
和
49
年
6
月　

衆
議
院
議
員
公
設
秘
書

　

平
成
8
年
11
月　

自
治
大
臣
秘
書
官

　

平
成
17
年
9
月　

衆
議
院
議
員
就
任

　

平
成
22
年
3
月　

長
浜
市
長
就
任　

現
在
3
期
目

趣
　
味

　
　

映
画
鑑
賞・山
歩
き

竹生島
　島の名前は「（神を）斎

いつ

く島」に由来し、「いつ
くしま」が「つくぶしま」「ちくぶしま」に。平
家物語「竹生嶋詣」や謡曲「竹生島」にも神秘的
な美しさを秘めた島として登場。また島が雅楽の
「笙」の形に似ていることから名づけられたとい
う説があります。

竹生嶋詣（平家物語）
　「一度でもここに参詣した者は願いがすべてか
なうと聞いている」と、木曽義仲討伐に赴く途中、
竹生島を訪れた経正（平清盛の甥、琵琶の名手）
は宝厳寺で琵琶を奏で、社殿に澄んだ音色が響き
渡ると、神仏も白龍となり、経正の袖の上に姿を
現したため、「ちはやふる神のかなえばやしるく
も色のあらはれにける」と歌を詠み、戦の勝利を
確信したというくだり。

宝
ほう

厳
ごん

寺
じ

　本尊の弁天は、江の島、宮島と並ぶ「日本三弁
天」の一つ。開山時（724年）聖武天皇の勅命（国
家鎮護）を受け、僧行基が開眼。この弁財天は延
命、福貴の現世利益祈願の対象（手のひらほどの
小さな立像＝行基作の伝承、60年に一度の開帳
で2018年にあり）。本堂は昭和17年に再建。

宝厳寺唐門（国宝）・観音堂（重文）
　秀吉が建てた大坂城極楽橋の一部で現存唯一の
豊臣大坂城遺構。その後京都東山の豊国廟に移築、
さらに秀頼の命で秀吉と縁が深い竹生島に移築
し、桃山様式の代表的遺構。内部の千手観世音菩
薩を納めた観音堂あり。

都
つ

久
く

夫
ぶ

須
す

麻
ま

神社（本殿＝国宝）
　関白秀吉が時の天皇をお迎えするために建てた
「日暮御殿」という伏見城内最高の建物を神殿と
して寄進。殿内部の格天井は狩野永徳・光信筆の
天井絵・襖絵、高台寺蒔絵の柱・長押など建物す
べてが極彩色に飾られ、桃山文化の代表的な国宝
建築物。
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