
魅
力
あ
る
観
光
の
町
、
竜
王
の
推
進

　

盛
夏
の
候
、
皆
様
に
は
ま
す
ま
す
ご

健
勝
の
こ
と
と
お
喜
び
申
し
上
げ
ま

す
。

　

平
素
は
、
竜
王
町
観
光
協
会
事
業
全

般
に
わ
た
り
格
別
の
ご
支
援
・
ご
協
力

を
賜
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
年
は
、
年
明
け
早
々
か
ら
能
登
半

島
地
域
で
の
地
震
発
生
や
ロ
シ
ア
・
ウ

ク
ラ
イ
ナ
に
続
き
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る

パ
レ
ス
チ
ナ
へ
の
軍
事
侵
攻
に
よ
り
多

く
の
人
命
や
家
屋
、
イ
ン
フ
ラ
を
失
う

な
ど
、
前
途
多
難
な
幕
開
け
と
な
り
、

出
口
の
見
え
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま

す
。
被
災
さ
れ
た
方
々
に
は
心
よ
り
お

見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

観
光
協
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
令
和

二
年
秋
か
ら
聖
徳
太
子
の
開
基
や
縁

起
、
言
い
伝
え
が
多
く
残
る
東
近
江
地

域
で
展
開
し
て
参
り
ま
し
た
「
近
江
の

聖
徳
太
子
魅
力
発
信
事
業
」
も
本
年
二

月
を
も
っ
て
終
了
し
ま
し
た
が
、
こ
の

事
業
で
発
掘
さ
れ
た
素
晴
ら
し
い
観
光

資
源
を
活
か
し
、
こ
の
町
の
豊
か
な
自

然
環
境
と
聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
施
設
や

源
義
経
が
鏡
の
地
で
元
服
し
た
と
の
言

い
伝
え
を
多
く
の
方
々
に
情
報
発
信

し
、
観
光
誘
客
を
目
指
し
た
事
業
を
展

開
し
ま
す
。

　

ま
た
、
昨
年
開
設
し
た
三
井
ア
ウ
ト

レ
ッ
ト
パ
ー
ク
滋
賀
竜
王
の
観
光
案
内

所
の
充
実
を
図
り
、
観
光
促
進
や
観
光

誘
客
、
地
元
農
商
工
産
品
の
紹
介
、
近

隣
市
町
や
滋
賀
県
の
イ
ベ
ン
ト
紹
介
な

ど
、
竜
王
町
の
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ

を
目
指
し
て
参
り
ま
す
。
な
お
、
ユ
ネ

ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
山

之
上
ケ
ン
ケ
ト
祭
り
や
苗
村
神
社
節
句

祭
、
弓
削
の
火
祭
り
等
地
元
の
祭
礼
や

各
種
行
事
を
情
報
発
信
す
る
ほ
か
、
人

気
が
絶
え
な
い
雪
野
山
や
鏡
山
の
ハ
イ

キ
ン
グ
は
、
コ
ー
ス
の
安
全
性
や
充
実

に
配
慮
し
た
整
備
と
し
て
雪
野
山
で
は

看
板
等
の
修
繕
を
行
い
、
多
く
の
ハ
イ

カ
ー
が
安
心
し
て
満
足
感
の
あ
る
ハ
イ

キ
ン
グ
の
実
施
や
リ
ピ
ー
タ
ー
の
拡
大

に
努
め
ま
す
。
鏡
山
で
は
、
展
望
台
等

か
ら
の
眺
望
環
境
の
改
善
に
向
け
た
立

木
の
伐
採
作
業
に
よ
り
、
展
望
台
の
再

開
が
実
現
で
き
ま
し
た
。
引
続
き
、
環

境
改
善
を
検
討
し
ハ
イ
キ
ン
グ
の
醍
醐

味
で
あ
る
景
観
眺
望
の
充
実
を
目
指
し

ハ
イ
カ
ー
を
中
心
と
し
た
観
光
誘
客
を

促
進
致
し
ま
す
。

　

竜
王
町
の
今
後
の
観
光
を
見
据
え
、

各
地
方
へ
の
増
加
傾
向
で
あ
り
ま
す
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
対
応
や
、
来
年
、
滋
賀
県

で
開
催
さ
れ
ま
す
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会

や
大
阪
万
博
の
お
客
様
の
観
光
誘
客
に

つ
い
て
も
事
前
準
備
と
体
制
の
備
え
を

検
討
し
ま
す
。

　

今
後
も
よ
り
一
層
の
積
極
的
な
情
報

発
信
と
観
光
誘
客
に
取
組
ん
で
参
り
ま

す
の
で
、
皆
様
の
ご
支
援
・
ご
協
力
の

程
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
、
皆
様
の
ご
健
勝
と
ご
活
躍

を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
ご
挨
拶
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

竜
王
町
観
光
協
会若　

井　

冨　

嗣

会
長
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大
昔
、
竜
王
町
は
琵
琶
湖
の
底

　

琵
琶
湖
が
誕
生
し
た
の
は
今
か
ら
約

四
〇
〇
万
年
前
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
誕
生

し
た
頃
は
、
今
よ
り
も
ず
っ
と
南
、
現
在
の

三
重
県
伊
賀
盆
地
付
近
に
あ
り
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
地
殻
変
動
な
ど
に
よ
り
ゆ
っ
く
り

と
北
へ
移
動
を
始
め
、
約
四
三
万
年
前
に
ほ

ぼ
現
在
の
大
き
さ
、
形
に
な
っ
た
と
推
測
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
、
移
動
し
た
南
北
約

五
〇
㎞
に
わ
た
っ
て
広
が
る
地
層
を
古
琵
琶

湖
層
群
と
呼
び
ま
す
。
こ
の
地
層
は
、
今
の

琵
琶
湖
の
元
と
な
っ
た
湖
（「
古
琵
琶
湖
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
）
へ
と
流
れ
込
ん
だ
土
砂

が
堆
積
し
た
も
の
で
す
。（
図
１
参
照
）

　

伊
賀
付
近
か
ら
現
在
の
琵
琶
湖
の
位
置
ま

で
「
古
琵
琶
湖
」
が
北
上
す
る
間
に
、
湖

底
に
は
土
砂
や
動
植
物
の
残
骸
な
ど
が
堆

積
し
、
そ
こ
に
大
地
を
形
作
っ
て
い
た
約

七
千
万
年
前
（
中
生
代
白
亜
紀
）
に
で
き
た

花
崗
岩
や
湖
東
流
紋
岩
（
両
方
と
も
火
山
活

動
に
よ
っ
て
で
き
た
岩
石
）
の
風
化
物
が
流

れ
込
ん
で
、
こ
の
後
説
明
す
る
焼
物
に
適
し

た
良
質
の
粘
土
（
陶
土
）
が
で
き
上
が
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

昔
、
竜
王
町
は
須
恵
器
の
一
大
産
地

　

竜
王
町
と
野
洲
市
の
境
に
位
置
す
る
鏡
山

一
帯
に
は
、古
墳
時
代
後
期
（
六
世
紀
中
頃
）

か
ら
飛
鳥
・
奈
良
時
代
（
八
世
紀
中
頃
）
に

わ
た
っ
て
焼
か
れ
た
焼
物
「
須
恵
器
」
の
窯

跡
（
か
ま
あ
と
）
が
数
多
く
存
在
し
、「
鏡

山
古
窯
址
群
（
こ
よ
う
し
ぐ
ん
）」
と
呼
ば
れ
、

か
つ
て
は
こ
の
鏡
山
の
麓
が
須
恵
器
の
一
大

生
産
地（
推
定
一
〇
〇
基
以
上
存
在
）で
あ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

奈
良
時
代
に
編
纂
（
へ
ん
さ
ん
）
さ
れ
た

『
日
本
書
紀
』
に
は
、「
近
江
国
の
鏡
村
の
谷

の
陶
人
（
す
え
び
と
）
は
、
天
日
槍
（
あ
め

の
ひ
ぼ
こ
）
の
従
人
（
職
人
）
な
り
」
と
書

か
れ
て
い
ま
す
。
天
日
槍
は
、
朝
鮮
半
島
の

新
羅
（
し
ら
ぎ
）
国
の
王
子
で
す
。
こ
こ
で

い
う
「
陶
（
す
え
）」
は
「
須
恵
」
と
同
じ

器
の
意
味
を
表
す
も
の
で
、
鏡
山
山
麓
で
発

見
さ
れ
て
い
る
須
恵
器
の
窯
跡
や
、
近
く
に

「
須
恵
」
と
い
う
地
名
が
存
在
す
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
鏡
地
域
周
辺
と
深
い
関
係
が
あ
り

そ
う
で
す
。
な
お
、「
鏡
」
と
い
う
地
名
は

天
日
槍
が
持
っ
て
き
た
「
鏡
」
を
こ
の
地
に

納
め
た
か
ら
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
国
道
八

竜
王
町
は
大
昔
琵
琶
湖
の
底
だ
っ
た
　
～
そ
し
て
焼
物
の
一
大
産
地
と
な
っ
た
～

号
線
沿
い
に
あ
る
鏡
神
社
（
本
殿
は
重
要
文

化
財
）
の
主
祭
神
は
天
日
槍
で
す
。
天
日
槍

の
従
人
が
こ
の
地
に
住
み
、
文
化
、
文
明
を

広
げ
た
た
め
、
主
祭
神
と
し
て
祀
（
ま
つ
）

ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

そ
の
他
、
町
内
に
は
朝
鮮
半
島
か
ら
の
先

進
技
術
集
団
が
こ
の
地
に
至
り
、
定
住
し
た

と
い
わ
れ
て
お
り
、
多
岐
に
わ
た
る
分
野
で

活
躍
し
た
と
伝
え
ら
れ
、「
弓
削
（
製
弓
）、

綾
戸
（
機
織
・
は
た
お
り
）、
須
恵
（
製
陶
）、

鏡
（
金
工
）、
薬
師
（
製
薬
）」
の
地
名
に
、

そ
の
名
残
（
な
ご
り
）
が
窺
え
ま
す
。

須
恵
器
生
産
の
技
術
が
南
下
？

　

と
こ
ろ
で
、
甲
賀
市
信
楽
町
は
陶
器
の
町

と
し
て
有
名
で
す
。
そ
の
信
楽
を

一
望
す
る
愛
宕
（
あ
た
ご
）
山
に
は
、

頂
上
に
加
具
土
神
（
か
ぐ
つ
ち
の

か
み
）
と
天
日
槍
を
祀
る
愛
宕
神

社
が
あ
り
ま
す
。
加
具
土
神
は
火

の
神
で
、
毎
年
七
月
に
松
明
を
奉

納
し
、
陶
器
生
産
に
欠
か
せ
な
い

火
に
感
謝
し
ま
す
。
ま
た
鏡
神
社

の
主
祭
神
で
あ
る
天
日
槍
が
陶
祖

神
と
し
て
分
祀
（
ぶ
ん
し
）
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
鏡
地
区
の
陶

器
職
人
た
ち
が
新
た
に
原
料
と
な

る
土
や
、
薪
の
材
料
を
求
め
て
南
下
し
、
最

終
信
楽
へ
落
ち
着
き
、
陶
器
の
一
大
生
産
地

と
し
て
興
盛
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
も
良
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

鏡
山
の
麓
一
帯
や
信
楽
地
域
で
は
、
須
恵

器
を
作
る
原
料
で
あ
る
良
質
の
粘
土（
陶
土
）

が
採
取
で
き
た
か
ら
こ
そ
一
大
生
産
地
と
な

り
得
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
良
質
の
粘
土
が
鏡
山
の
麓
や
湖
東
地

域
、
信
楽
地
域
に
あ
る
の
は
先
に
説
明
し
た

琵
琶
湖
の
起
源
と
関
係
し
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
産
業
が
興
り
そ
れ
が
発
展
し

て
き
た
の
は
、
そ
の
地
域
に
あ
る
自
然
の
上

に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

高島

約 43万年前～現在

約 260 ～ 180 万年前

約 320 ～ 260 万年前

約 400 ～ 320 万年前

約 100 万年～ 43万年前

蒲生湖

阿山・甲賀湖
堅田湖

大山田湖

図 1　琵琶湖の生い立ち

関川　雅之 氏

竜王歴史倶楽部                                                      
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シ
リ
ー
ズ
ふ
る
さ
と
探
訪
65

「
歌
枕
鏡
山
」
鑑
賞
考
　
鏡
山
は
何
故
、
歌
枕
と
な
り
得
た
か

山
本
　
茂 

氏 

（
美
松
台
）

片
桐
洋
一
氏
の
定
義
を
見
つ
け
た
。
そ
の
言

を
借
り
て
言
え
ば
、「
歌
枕
と
は
、
単
な
る

地
名
で
は
な
く
、
特
定
の
人
的
観
念
が
結
合

し
た
地
名
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

鏡
山
に
は
、
歌
枕
に
詠
ま
れ
た
和
歌
が

百
首
あ
る
と
い
う
。
小
生
が
集
め
た
和
歌

は
、
現
在
五
十
一
首
だ
が
、
こ
れ
に
て
歌
の

特
徴
と
分
析
を
行
う
。
調
べ
た
項
目
は
、
共

通
す
る
言
葉
と
意
味
、
他
の
和
歌
と
の
相
違

点
で
あ
る
。
読
み
比
べ
た
結
果
、
鏡
に
因
ん

だ
の
か
、
特
徴
と
し
て
見
え
る
モ
ノ
（
花
や

月
）
か
ら
見
え
な
い
自
身
の
心
ま
で
、
鏡
に

映
す
表
現
を
詠
ん
だ
歌
が
多
い
。
そ
こ
で
全

五
十
一
首
の
特
徴
を
分
類
し
て
み
る
と
、
共

通
項
目
は
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
（
群
）
に
分
け

ら
れ
た
。

　

一
つ
目
は
Ａ
群
・
現
実
描
写
の
み
の
歌

で
あ
る
。
作
者
は
兼
盛
、
源 

順
、
恵
慶
、

能
因
法
師
、
俊
頼
、
順
徳
院
、
道
経
な
ど

二
十
一
首
あ
り
、
例
と
し
て
平
安
中
期
の
僧

侶
・
素
性
法
師
の
一
首
を
あ
げ
る
。
一
般
的

な
情
況
描
写
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

鏡
山
や
ま
か
き
く
も
り
し
ぐ
る
れ
ど
　
も
み

ぢ
あ
か
く
ぞ
秋
は
み
え
け
る

【
意
味
】
鏡
山
は
、
山
が
そ
の
名
の
鏡
が
曇

る
よ
う
に
、
空
が
曇
っ
て
し
ぐ
れ
の
雨
が

降
っ
て
来
た
け
れ
ど
も
、
も
み
じ
は
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
赤
く
照
り
映
え
て
、
今
年
の

秋
の
風
情
は
見
え
た
な
あ
。

　

次
に
Ｂ
群
・
現
実
描
写
に
想
像
描
写
を
加

え
た
歌
。
作
者
は
貫
之
、
中
務
、
親
隆
、
大

僧
正
隆
弁
、
永
範
で
十
六
首
。
下
述
に
例
と

し
て
あ
げ
た
平
安
歌
人
・
坂
上
是
則
の
歌
は
、

桜
が
あ
ま
り
に
美
し
い
の
で
鏡
の
力
で
花
を

映
し
秋
ま
で
見
え
る
よ
う
に
と
の
願
う
、
時

空
を
こ
え
た
壮
大
な
想
像
で
あ
る
。

花
の
色
を
う
つ
し
と
ど
め
よ
鏡
山
　
春
よ
り

の
ち
の
影
や
見
ゆ
る
と

【
意
味
】
花
の
色
を
、
そ
の
名
の
よ
う
に
鏡

に
映
し
て
、
移
し
留
め
て
お
く
れ
鏡
山
。
春

の
過
ぎ
去
っ
た
後
も
、
花
の
影
が
見
え
る
よ

う
に
。
鏡
に
花
の
色
を
映
し
て
移
し
留
め
、

後
々
ま
で
も
花
見
る
清
々
し
さ
が
あ
っ
て
欲

し
い
も
の
だ
。
余
談
で
は
あ
る
が
、
当
町
に

あ
る
菓
子
店
正
栄
堂
の
銘
菓
「
中
山
道 

鏡

の
里
」
の
包
装
紙
に
は
、
こ
の
是
則
の
歌
が

載
っ
て
い
る
。
店
主
は
、
味
の
あ
る
選
択
を

さ
れ
た
と
感
服
す
る
次
第
で
あ
る
。

　

３
つ
目
は
Ｃ
群
・
現
実
描
写
に
心
的
描
写

を
加
え
た
歌
。
作
者
は
能
宣
、
俊
成
、
定
家
、

家
持
、
足
利
義
尚
、
本
居
宣
長
な
ど
で
十
四

首
あ
る
。
例
と
し
て
平
安
前
期
の
歌
人
、
大

伴
黒
主
の
一
首
を
紹
介
す
る
。
こ
の
歌
は
、

鏡
の
力
で
我
が
身
を
映
し
て
ほ
し
い
と
す
る

自
己
観
照
の
歌
と
い
え
よ
う
か
。

鏡
山
い
ざ
た
ち
よ
り
て
み
て
い
か
む
　
年
へ

ぬ
る
身
は
老
い
や
し
ぬ
る
と

【
意
味
】
さ
あ
鏡
山
に
立
ち
寄
り
、
名
の
如

く
鏡
に
姿
を
映
し
て
行
こ
う
。
年
を
重
ね
た

我
身
は
老
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

総
括
す
れ
ば
、
鏡
山
が
歌
枕
に
な
っ
た
要

因
（
優
れ
た
点
）
は
、
下
記
五
項
目
と
い
え

よ
う
。
①
鏡
山
の
「
カ
ガ
ミ
の
力
」
で
（
心

の
反
映
）
つ
ま
り
自
己
観
照
が
で
き
た
。
②

鏡
山
の
美
観
を
「
カ
ガ
ミ
の
力
」
で
空
想
の

拡
が
り
（
時
空
、想
像
を
越
え
る
）
を
得
て
、

和
歌
に
厚
み
を
加
え
た
。
③
鏡
山
に
は
、
歌

の
主
役
（
鏡
）
に
負
け
な
い
、（
そ
れ
単
独

で
主
役
を
は
れ
る
）
脇
役
と
し
て
月
・
鳥
（
ほ

と
と
ぎ
す
）
を
持
っ
て
い
た
。
④
鏡
山
の
名

前
の
由
来
が
古
代
（
天
日
槍
・
壬
申
の
乱
の

時
代
）
に
遡
り
、
か
つ
伝
説
と
な
り
連
綿

と
引
き
継
が
れ
た
こ
と
で
、
和
歌
に
重
み
が

加
わ
っ
た
。
⑤
鏡
山
は
東
山
道
と
し
て
永
く

一
級
道
で
あ
り
古
来
、
都
か
ら
徒
歩
一
日
の

距
離
。
往
来
激
し
く
、
歌
人
も
多
か
っ
た
の

で
地
勢
的
に
も
歌
枕
と
し
て
、
格
好
の
場
で

あ
っ
た
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
今
回
の
分
析
で
「
鏡
山
の
歌

枕
」
が
、
い
か
に
優
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
理

解
で
き
、
さ
ら
に
和
歌
の
美
し
さ
・
楽
し
さ

を
も
再
認
識
で
き
た
。
大
事
に
守
り
育
て
た

い
も
の
だ
。
だ
が
年
経
る
ほ
ど
山
容
は
変
化

し
、
和
歌
の
脇
役
が
退
場
し
て
い
く
中
、
時

鳥
だ
け
は
毎
年
変
わ
ら
ず
飛
来
し
て
く
れ

る
。
有
り
難
い
も
の
だ
。
せ
め
て
御
礼
の
言

葉
に
か
え
て
自
作
の
句
を
献
上
し
、
そ
の
労

を
ね
ぎ
ら
い
た
い
。

よ
う
来
た
な
　
こ
と
し
初
音
の
ほ
と
と
ぎ
す

　

竜
王
町
に
住
ん
で
四
十
二
年
余
り
、
朝
に

夕
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
鏡
山
と
も
長
い
付

き
合
い
に
な
る
。
だ
が
、
そ
の
割
に
は
こ
の

山
に
つ
い
て
詳
し
く
知
ら
な
い
こ
と
が
多

い
。
特
に
、
鏡
山
の
説
明
に
使
う
「
鏡
山
は

歌
枕
」の
意
味
が
不
明
瞭
と
自
覚
し
て
い
る
。

こ
の
機
会
に
し
っ
か
り
学
び
伝
え
て
い
き
た

い
。
ま
ず
は
鏡
山
の
詳
細
で
あ
る
。
鏡
山
は

全
国
に
十
七
座
あ
り
、
各
所
在
地
観
光
の
売

り
物
と
い
え
ば
、
一
部
に
城
跡
や
公
園
が
あ

る
も
の
の
、
ほ
ぼ
全
体
が
登
山
・
ハ
イ
キ
ン

グ
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。歌
枕
ど
こ
ろ
か
、

鏡
に
ま
つ
わ
る
伝
説
・
歴
史
を
観
光
資
源
に

し
て
い
る
山
さ
え
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ

れ
で
は
、
何
故
当
地
の
鏡
山
の
み
が
歌
枕
と

な
っ
た
の
か
。
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
の
「
日

本
歴
史
地
名
大
系
」
で
は
、
鏡
山
の
名
は
、

山
麓
の
古
墳
か
ら
鏡
が
出
土
し
た
こ
と
に
よ

る
と
も
。
壬
申
の
乱
で
大
友
皇
子
と
戦
っ
た

大
海
人
皇
子
の
武
将
鏡
大
君
が
当
地
で
討
死

し
、
葬
ら
れ
た
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と

も
伝
え
る
。
ま
た
、
そ
の
美
観
で
歌
枕
と
し

て
知
ら
れ
、
近
江
名
山
の
一
つ
に
数
え
ら
れ

た
と
あ
る
。
ど
う
も
こ
の
中
に
「
鏡
山
は
歌

枕
」
の
意
味
が
わ
か
る
ヒ
ン
ト
が
あ
り
そ
う

だ
。

　

次
に
、
歌
枕
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
歌
枕
と
は
、
風
光
明
媚
に
長
け
た
名
勝
地

と
理
解
し
て
い
た
。
辞
書
に
も「
和
歌
用
語
。

古
典
和
歌
に
し
ば
し
ば
詠
ま
れ
る
名
所
の
こ

と
」
と
あ
る
。
本
当
に
そ
う
の
な
の
か
、
納

得
が
い
か
な
い
の
で
深
く
調
べ
る
と
、
日
本

古
典
文
学
者
で
歌
枕
の
研
究
の
第
一
人
者
・

木曽路名所図会

時鳥サントリー

令和６年７月15日第84号

（3）



　

コ
ロ
ナ
も
小
康
状
態
と
な
る
中
、
観
光
協
会
で
は
、
東
近
江
地
域
と
連
携

し
た
『
聖
徳
太
子
薨
去
一
四
〇
〇
年
』
事
業
で
、
聖
徳
太
子
御
作
と
の
言
い

伝
え
や
ゆ
か
り
の
あ
る
小
口
の
観
音
禅
寺
や
駕
輿
丁
の
地
蔵
堂
、
須
恵
の
観

音
堂
、
弓
削
の
阿
弥
陀
寺
、
岡
屋
の
吉
祥
寺
観
音
堂
を
巡
る
ツ
ア
ー
を
三
回

催
行
し
、
多
く
の
方
々
に
好
評
を
得
ま
し
た
。

　

私
た
ち
の
生
活
の
中
で
最
も
身
近
に
存
在
し
て
い
た
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

い
つ
で
も
行
け
る
と
い
う
感
覚
や
身
近
過
ぎ
る
感
覚
か
ら
素
晴
ら
し
い
観
光

資
源
で
あ
る
と
の
感
覚
が
欠
如
し
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

今
後
は
、
そ
う
い
っ
た
感
覚
を
排
除
し
て
町
内
に
あ
る
資
源
を
見
出
し
て

磨
き
上
げ
、
観
光
資
源
を
ベ
ー
ス
に
し
た
観
光
誘
客
の
促
進
に
努
め
て
参
り

ま
す
。

　

資
源
を
磨
き
上
げ
れ
ば
、
素
晴
ら
し
い
観
光
資
源
と
な
り
、
多
く
の
観
光

誘
客
促
進
に
繋
が
る
の
も
感
覚
次
第
と
感
じ
ま
し
た
。

 

（
観
光
協
会　

事
務
局
）

今
後
の
イ
ベ
ン
ト
・
祭
典
情
報

鮒
ず
し
漬
込
み
体
験

　

七
月
十
四
日（
日
）午
前
九
時
よ
り

　

農
村
女
性
の
家　

調
理
室

グ
ラ
ン
ま
る
し
ぇ

　

七
月
二
十
一
日（
日
）午
前
十
時
よ
り

　

 

三
井
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
南
モ
ー
ル
セ

ン
タ
コ
ー
ト

苗
村
神
社
不
動
明
王
御
開
帳
・
大
護
摩
供

　

八
月
三
日（
土
）

　

御
開
帳　

午
前
九
時
よ
り

　

大
護
摩
供　

午
後
三
時
よ
り

　

苗
村
神
社
・
不
動
堂

駕
輿
丁
延
命
子
安
地
蔵
尊
御
開
帳

　

 

八
月
二
十
四
日（
土
）午
前
九
時
よ
り

　

駕
輿
丁
地
蔵
堂

グ
ラ
ン
ま
る
し
ぇ

　

九
月
八
日（
日
）午
前
十
時
よ
り

　

 

三
井
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
南
モ
ー
ル
セ

ン
タ
コ
ー
ト

Ｊ
Ｒ
ふ
れ
あ
い
ハ
イ
キ
ン
グ

　

 

十
月
五
日（
土
）午
前
九
時
三
十

分
よ
り

　

 

岩
屋
不
動
尊
、オ
ウ
ゴ
古
墳
、真

気
神
社
界
隈

Ｊ
Ｒ
ふ
れ
あ
い
ハ
イ
キ
ン
グ

　

 

十
一
月
十
六
日（
土
）午
前
九
時

三
十
分
よ
り

　

 

苗
村
神
社
、
龍
王
寺
界
隈
、
野

菜
収
穫
体
験

グ
ラ
ン
ま
る
し
ぇ

　

 

十
一
月
十
七
日（
日
）午
前
十
時

よ
り

　

 

三
井
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
南
モ
ー
ル

セ
ン
タ
コ
ー
ト

と
が
ら
い
祭
り

　

 

十
二
月
十
四
日（
土
）午
後
二
時

よ
り

　

鏡
神
社

【
事
　
業
】

①
広
報
誌
「
観
光
竜
王
」
の
発
行

②
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
パ
ー
ク
に
お
け
る
イ
ベ
ン
ト
活
動

③
Ｊ
Ｒ
ふ
れ
あ
い
ハ
イ
キ
ン
グ

④
鏡
の
里
元
服
式

⑤
雪
野
山
、
鏡
山
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
等
の
整
備

⑥
広
域
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
観
光
誘
客
活
動

⑦
近
隣
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
観
光
誘
客
活
動

⑧
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
情
報
発
信
の
強
化

⑨
観
光
ポ
ス
タ
ー
・
チ
ラ
シ
の
制
作
・
配
布

⑩
農
業
体
験

⑪
役
員
研
修
会

⑫
環
境
王
国
へ
の
支
援

⑬
竜
王
歴
史
倶
楽
部
の
活
動
支
援

⑭
会
員
・
ド
ラ
ゴ
ン
屋
台
村
へ
の
事
業
斡
旋
活
動

⑮
「
近
江
う
し
丸
」
に
よ
る
観
光
振
興
・
観
光
誘
客

令
和
六
年
度
の
主
な
事
業
計
画

竜王町観光協会
役員名簿

（敬称略）

会　長　　若井　冨嗣

副会長　　邑地　礼子

副会長
（会計）　　清水　正作

理　事　　井口　敏夫

理　事　　岩田　英司

理　事　　小野　定章

理　事　　勝見　和夫

理　事　　木曽　公子

理　事　　谷村　明美

理　事　　寺島　健一

理　事　　寺島　　司

理　事　　寺本　育美

理　事　　中村　匡希

理　事　　森嶋　政文

理　事　　山添みゆき

監　事　　福本　宏弥

監　事　　山口　吉範

幹　事　　岩田　和弥
　　　　　 （新任　商工会）

幹　事　　谷村龍之介
　　　　　 （商工観光課）

事務局　　堀江　豊造

事務局　　西居　利恵

令和六年度の収支予算の内訳

収入の部
10,500,000円

会費
810,000円

諸収入
361,010円

繰越金
1,039,990円

補助金
8,289,000円

支出の部
10,500,000円

事業費 
2,320,000円 人件費・事務費

8,034,000円

予備費 100,000円
負担金 46,000円
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