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大
津
市
に
あ
る
国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
琵
琶
湖

河
川
事
務
所
は
、治
水
・
利
水
・
環
境
・
利
用
の
調
和
の
と
れ

た
河
川
の
保
全
と
再
生
を
目
指
し
て
、①
琵
琶
湖
流
域
の

浸
水
被
害
の
軽
減
、②
淀
川
水
系
に
お
け
る
安
定
的
な
水

の
利
用
、③
琵
琶
湖
流
域
の
自
然
環
境
の
保
全
と
再
生
、④

河
川
利
用
・
保
全
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。 

　
滋
賀
県
内
の
琵
琶
湖
流
域
で
雨
量
や
水
位
の
観
測
を

常
に
行
っ
て
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
そ
れ
ら
の
情
報

を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
提
供
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、琵
琶
湖
河

川
事
務
所
が
管
理
す
る
瀬
田
川
と
野
洲
川
に
お
い
て
、雨

量
や
水
位
か
ら
洪
水
の
危
険
性
を
予
測
し
て
、住
民
や
関

係
機
関
へ
洪
水
予
報
・
水
防
警
報
を
発
信
し
ま
す
。 

　
浸
水
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
に
、河
道
内
の
樹
木
伐
採

や
河
床
掘
削
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
流
下
能
力
を
向
上
さ

せ
た
り
、堤
防
の
補
強
工
事
を
行
っ
て
浸
水
被
害
の
軽
減

に
努
め
て
い
ま
す
。
瀬
田
川
の
流
下
能
力
を
増
す
た
め
の

天
ケ
瀬
ダ
ム
再
開
発
事
業
や
河
道
改
修
を
進
め
る
ほ
か
、

日
常
的
に
は
河
川
の
パ
ト
ロ
ー
ル
や
管
理
施
設
の
点
検
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、滋
賀
県
建
設
業
協
会
と
「
災
害
に
お
け
る
河
川

災
害
応
急
普
及
業
務
に
関
す
る
協
定
」
を
締
結
し
て
、地

震
や
洪
水
な
ど
の
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
時
に
は
、速

や
か
に
協
力
体
制
が
取
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。 

　
滋
賀
県
で
起
こ
り
う
る
豪
雨
災
害
と
し
て
は
、主
に
河

川
水
位
の
上
昇
に
よ
る
浸
水
や
、土
石
流
の
発
生
に
よ
る

土
砂
災
害
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
特
に
、琵
琶
湖
に
流

入
す
る
河
川
は
比
較
的
短
時
間
で
水
位
が
上
昇
し
ま
す

 　
平
成
二
十
二
年
八
月
十
日
、甲
賀
市
甲
賀

町
の
「
か
ふ
か
夢
の
森
」
の
す
ぐ
近
く
に
「
甲

賀
市
く
す
り
学
習
館
」
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し

た
。
甲
賀
市
の
地
場
産
業
の
一
つ
で
あ
る
薬

業
の
振
興
を
図
る
ほ
か
、市
民
の
健
康
増
進
、

体
験
学
習
、交
流
の
場
と
し
て
活
用
さ
れ
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
 

　
全
館
バ
リ
ア
フ
リ
ー
で
約
千
㎡
の
鉄
筋
平

屋
建
て
、自
然
光
が
射
し
込
む
全
面
ガ
ラ
ス

張
り
の
ロ
ビ
ー
は
ゆ
っ
た
り
と
明
る
く
、エ
ン

ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
は「
甲
賀
の
く
す
り
狩
り
」

を
テ
ー
マ
に
し
た
信
楽
焼
の
陶
板
画
が
掲
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
 

　
常
設
展
示
室
で
は
、「
配
置
売
薬
」
と
呼
ば

れ
る
家
庭
薬
工
業
を
中
心
に
発
展
し
た
甲
賀

の
薬
業
関
連
の
資
料
や
製
薬
道
具
な
ど
を
展

示
す
る
ほ
か
、美
肌
診
断
な
ど
健
康
デ
ー
タ

を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
り
、映
像
を
使
っ
た
学
習
コ

ー
ナ
ー
も
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

　
ま
た
企
画
展
示
室
で
は
、館
蔵
資
料
の
展

示
や
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
企
画
展
を
行
い
ま
す
。

現
在
は
、薬
の
歴
史
の
パ
ネ
ル
展
示
の
ほ
か
、

「
本
草
綱
目
」
な
ど
の
薬
に
関
す
る
古
い
書

物
が
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

　
ほ
か
に
会
議
室
と
体
験
学
習
室
が
設
け
ら

れ
て
い
て
、二
つ
の
会
議
室
は
間
仕
切
り
を
取

り
外
す
と
大
人
数
の
会
議
に
も
対
応
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、体
験
学
習
室

で
は
小
中
学
生
を
対
象
と
し
た
理
科
実
験
の

ほ
か
、市
民
向
け
の
健
康
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な

ど
が
開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
。
 

　
施
設
は
産
業
廃
棄
物
管
理
型
最
終
処
分
場

「
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
滋
賀
」
の
市
内
受
け
入

れ
に
伴
う
地
域
振
興
事
業
と
し
て
建
設
さ
れ

た
も
の
。
人
と
薬
の
関
わ
り
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
、理
科
離
れ
と
言
わ
れ
る
子
ど
も
た

ち
が
科
学
へ
の
関
心
を
抱
け
る
よ
う
な
施
設

と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。
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「“危機への備え”が命と地域を守る」 

琵琶湖の水の出口で、瀬田川の流量をコントロールする瀬田川洗堰 

市民を対象とした「防災・減災フォーラム」を開催して 
防災意識の啓発を行っている。 

山本副所長 

堤防などを点検して河川の安全管理を行っている。 

協
会
で
は
県
な
ど
が
主
催
す
る
防
災
訓
練
に
参
加
協
力
し
て
、

災
害
に
備
え
て
い
る
。
 

が
、琵
琶
湖
は
貯
留
量
は
大
き
い
た
め
、比
較
的
水
位
上

昇
は
ゆ
っ
く
り
で
す
。
し
か
し
、琵
琶
湖
か
ら
流
出
す
る

河
川
は
瀬
田
川
し
か
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、一
度
琵
琶
湖

の
水
位
が
上
昇
す
る
と
、こ
れ
を
低
下
さ
せ
る
の
に
数

日
か
ら
数
週
間
か
か
り
ま
す
。
琵
琶
湖
と
流
入
河
川
の

水
位
上
昇
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
異
な
る
こ
と
を
理
解
し
て

お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

　
近
年
増
え
て
い
る
都
市
型
水
害（
内
水
氾
濫
）は
、都

市
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
化
が
原
因
の
一
つ
で
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
水
が
土
壌
に
染
み
込
む
こ
と
な
く
そ
の

ま
ま
河
川
や
排
水
管
に
流
れ
込
み
、短
時
間
に
大
量
の

雨
が
降
る
と
排
水
能
力
以
上
の
水
が
流
入
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
氾
濫
が
起
こ
り
ま
す
。 

　
平
成
20
年
7
月
に
は
、長
浜
市
で
１
時
間
に
84
㎜
の

雨
が
降
り
、浸
水
被
害
が
発
生
し
ま
し
た
。こ
の
よ
う
な

短
時
間
雨
量
は
増
加
傾
向
に
あ
る
た
め
、今
後
、頻
発
化

す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ゲ
リ
ラ
豪
雨
の
予
測
に
つ

い
て
は
、国
土
交
通
省
に
導
入
さ
れ
た
「
X
バ
ン
ド
レ
ー

ダ
ー
」
と
い
う
高
性
能
レ
ー
ダ
ー
が
試
験
運
用
さ
れ
て

い
ま
す
が
、予
測
で
き
て
も
急
な
豪
雨
に
よ
る
災
害
を

防
ぐ
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
都
市
型
災
害
や
豪
雨
災
害
に
対
し
て
、ハ
ー
ド
と
ソ

フ
ト
両
方
の
対
策
で
備
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ハ
ー

ド
対
策
は
、河
道
掘
削
や
放
水
路
の
建
設
、ダ
ム
や
遊
水

池
な
ど
の
貯
留
施
設
の
建
設
な
ど
、ソ
フ
ト
対
策
に
は
、

土
地
利
用
規
制
、ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
や
水
防
訓
練

な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

　
さ
ら
に
、日
頃
か
ら
自
分
た
ち
の
住
ん
で
い
る
場
所

の
地
理
的
環
境
や
周
辺
の
状
況
を
把
握
し
、県
や
市
、

琵
琶
湖
河
川
事
務
所
が
そ
れ
ぞ
れ
公
表
し
て
い
る
「
浸

水
想
定
区
域
図
」
や
「
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
で
浸
水
状
況

な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
、避
難
の
準
備
を
し
て
お
く

こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
し
て
、災
害
が
起
こ
っ
た
時
は
、

自
治
体
か
ら
の
情
報
な
ど
を
確
認
し
な
が
ら
、自
分
の

身
を
守
る
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。 

　
琵
琶
湖
河
川
事
務
所
で
は
、県
と
協
働
し
て
、湖
南

流
域
、東
近
江
・
湖
北
圏
域
に
お
い
て
、「
水
害
、土
砂
災

害
に
強
い
地
域
づ
く
り
協
議
会
」
を
設
立
、流
域
住
民

自
ら
が
洪
水
被
害
を
回
避
す
る
シ
ス
テ
ム
作
り（
自
分

で
守
る
）、水
防
活
動
や
避
難
行
動
を
支
援
す
る
た
め
の

仕
組
み
作
り（
み
ん
な
で
守
る
）、土
地
利
用
の
規
制
な

ど
を
含
め
た
被
害
軽
減
策
（
地
域
で
守
る
）
を
基
本
理

念
と
す
る
取
り
組
み
を
通
じ
て
、地
域
防
災
力
の
向
上

を
目
指
し
て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、県
民
を
対
象
と
し
た
「
防
災
・
減
災
フ
ォ
ー
ラ

ム
」
を
開
催
し
て
、情
報
提
供
や
防
災
意
識
の
啓
発
を

行
う
ほ
か
、県
や
各
市
の
防
災
訓
練
に
積
極
的
に
協
力

し
て
い
ま
す
。 

　
同
事
務
所
の
山
本
直
副
所
長
は
、「
ハ
ー
ド
面
の
整

備
だ
け
で
災
害
を
す
べ
て
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
。
住

民
一
人
ひ
と
り
が
日
頃
か
ら
、災
害
に
備
え
る
心
構
え

を
持
ち
、地
域
ぐ
る
み
で
防
災
意
識
を
高
め
、連
携
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
提
言
し
て
い
ま
す
。 

　
滋
賀
県
に
は
自
主
防
災
組
織
を
組
織
し
て
、勉
強
会

や
避
難
訓
練
と
い
っ
た
積
極
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
る

団
体
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、初

期
の
災
害
救
助
に
非
常
に

役
立
つ
と
思
う
」
と
言
う
山

本
副
所
長
。 

　
災
害
に
関
し
て
「
滋
賀
県

は
安
心
」「
自
分
は
絶
対
大

丈
夫
」
と
言
え
な
い
こ
と
を

認
識
し
、行
政
に
頼
る
だ
け
で
な
く
、自
分
が
で
き
る
こ

と
は
何
か
、地
域
で
協
力
し
て
取
り
組
む
こ
と
は
何
か

を
考
え
、実
践
し
て
い
く
こ
と
が
、命
と
地
域
を
守
る
た

め
に
、私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
今
年
、宮
崎
県
で
発
生
し
た
口
蹄
疫
で
は
感
染
拡
大

を
防
ぐ
目
的
で
、30
万
頭
近
い
家
畜
が
殺
処
分
さ
れ
ま

し
た
。
獣
医
師
や
機
動
隊
、自
衛
隊
員
な
ど
大
勢
の
人
々

が
防
疫
対
策
に
取
り
組
む
姿
が
、連
日
の
よ
う
に
ニ
ュ
ー

ス
で
紹
介
さ
れ
ま
し
た
が
、地
元
の
建
設
会
社
が
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
、ほ
と
ん
ど
知
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
。 

　
処
分
さ
れ
た
家
畜
を
埋
め
る
作
業
や
、消
毒
作
業
な

ど
に
地
域
の
建
設
会
社
の
従
業
員
、延
べ
１
万
2
千
人

が
従
事
し
ま
し
た
。
建
設
業
の
協
力
が
な
け
れ
ば
、大
量

に
処
分
さ
れ
た
家
畜
を
迅
速
に
土
中
に
埋
め
て
処
理
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、感
染
が
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
宮
崎
県
に
隣
接
す
る
熊
本
、大
分
、佐

賀
の
他
、自
治
体
が
新
た
に
地
元
の
建
設
業
協
会
と
防

疫
を
対
象
と
し
た
協
定
を
結
ぶ
動
き
が
全
国
各
地
に
広

が
り
ま
し
た
。 

　
そ
の
ほ
か
、新
潟
県
中
越
沖
地
震
や
岩
手
・
宮
城
内

陸
地
震
な
ど
、記
憶
に
新
し
い
大
規
模
災
害
に
対
し
て

も
、地
元
の
建
設
会
社
が
被
害
の
調
査
や
復
旧
工
事
、二

次
災
害
の
回
避
、パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。 

　
「
昔
は
自
治
体
と
防
災
協
定
を
結
ん
で
い
な
く
て
も
、

地
域
で
災
害
が
起
こ
っ
た
時
に
は
、地
元
の
建
設
業
者

が
地
域
住
民
と
協
力
し
て
、人
命
救
助
や
災
害
復
旧
に

当
た
っ
て
き
た
。
時
代
が
変
わ
っ
て
も
、地
域
の
安
全
を

守
る
た
め
に
使
命
感
を
持
っ
て
、真
っ
先
に
最
前
線
に
駆

け
つ
け
る
の
が
建
設
業
の
人
間
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り

な
い
」
と
、滋
賀
県
建
設
業
協
会
の
奥
津
弥
壽
信
副
会

長
は
、建
設
業
が
防
災
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
こ
と
を
強
調
し
ま
す
。 

　
現
在
、協
会
で
は
国
や
県
と
災
害
協
定
を
結
び
、大

規
模
災
害
が
起
こ
っ
た
場
合
に
、組
織
力
を
生
か
し
て

対
応
で
き
る
よ
う
に
、協
会
本
部
災
害
対
策
マ
ニ
ュ
ア

ル（
案
）や
、災
害
対
策
行
動
指
針
を
策
定
し
て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、各
支
部
に
も
防
災
対
策
委
員
会
を
設
置
し
て
、

支
部
単
位
で
地
元
自
治
体
と
災
害
協
定
を
結
び
、支
部

災
害
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
制
作
す
る

ほ
か
、地
域
で
確
保
で
き
る
建
設
資
機
材
の
把
握
、施
工

中
の
現
場
の
把
握
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。 

　
滋
賀
県
で
は
、東
南
海
・
南
海
地
震
や
琵
琶
湖
西
岸

断
層
帯
地
震
な
ど
の
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、協
会
で
は
国
や
県
、各
自
治
体
な
ど
が
実
施
す
る

合
同
防
災
訓
練
や
図
上
訓
練
に
参
加
し
て
災
害
に
備
え

て
い
ま
す
。 

　
今
後
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
評
価
や
見
直
し
を
行
い
な
が

ら
、よ
り
実
践
的
な
防
災
対
策
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね

て
い
く
予
定
で
す
。 

　
奥
津
副
会
長
は
、「
地
元
の
建
設
業
者
は
、災
害
発
生

現
場
に
近
く
、人
材
、機
材
、資
材
は
も
ち
ろ
ん
、地
元
に

協
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、道
路
や
河

川
な
ど
の
危
険
な
箇
所
や
周
辺
の
地
形
な
ど
に
つ
い
て

熟
知
し
て
い
る
う
え
、図
面
が
な
く
て
も
現
場
の
状
況

を
見
て
対
応
で
き
る
と
い
う
強
み
が
あ
る
」
と
、災
害
時

に
お
け
る
建
設
業
へ
の
期
待
が
大
き
い
理
由
を
説
明
し

ま
す
。 

　
災
害
に
強
い
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、地
元
建

設
業
が
参
加
し
た
防
災
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
が
必
要
で
す

が
、建
設
投
資
の
減
少
な
ど
に
よ
っ
て
建
設
業
の
経
営

が
厳
し
く
な
る
こ
と
で
、地
域
に
お
け
る
災
害
対
応
力

の
低
下
を
招
く
こ
と
が
危
惧
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
協
会
防
災
対
策
委
員
会
の
星
山
文
基
委
員
長
は
、「
地

元
の
建
設
業
が
元
気
な
こ
と
が
、地
域
防
災
力
を
維
持

し
て
い
く
た
め
の
要
に
な
る
。
例
え
ば
、雇
用
が
厳
し
い

か
ら
と
、次
を
担
う
人
材
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
な
け

れ
ば
、災
害
現
場
で
状
況
を
見
な
が
ら
、重
機
の
操
作
を

行
っ
て
的
確
に
人
命
救
助
を
行
っ
た
り
、二
次
災
害
を
防

ぐ
復
旧
法
を
知
っ
て
い
る
人
材
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま

う
」
と
指
摘
し
ま
す
。 

　
建
設
業
の
経
営
が
厳
し
さ
を
増
す
中
で
も
、「
社
会

的
責
任
を
担
う
業
界
と
し
て
、行
政
・
県
民
と
協
力
し

な
が
ら
地
域
防
災
力
の
維
持
・
向
上
に
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
」
と
言
う
星
山
委
員
長
。
災
害
に
強
い
ま
ち
づ

く
り
な
ど
、建
設
業
の
仕
事
や
責
務
を
正
し
く
評
価
し

て
も
ら
う
た
め
に
、こ
れ
か
ら
は
も
っ
と
声
を
上
げ
て
い

く
こ
と
も
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

企
業
活
動
を
守
る
B
C
P 

　
B
C
P（
事
業
継
続
計
画
）と
は
、企
業
や
行
政
が
自
然
災

害
や
テ
ロ
、新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
の
大
流
行
と
い
っ
た

緊
急
時
で
も
、い
ち
早
く
事
業
を
再
開
し
、業
務
を
継
続
す

る
た
め
の
行
動
計
画
の
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
対

応
策
を
策
定
し
、平
時
か
ら
の
訓
練
や
プ
ラ
ン
の
見
直
し
な

ど
も
含
め
た
環
境
整
備
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。 

　
災
害
発
生
時
に
素
早
い
対
応
が
求
め
ら
れ
る
建
設
会
社

に
と
っ
て
、事
業
継
続
力
は
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。
大
手
ゼ
ネ

コ
ン
だ
け
で
な
く
、地
方
の
建
設
会
社
で
も
B
C
P
を
策
定

す
る
動
き
が
広
が
っ
て
い
ま
す
が
、滋
賀
県
建
設
業
協
会
で

も
、今
後
、会
員
企
業
の
B
C
P
策
定
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
取

り
組
ん
で
い
く
予
定
で
す
。 

写真提供／ 
国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所 

奥津副会長 

星山委員長 

　

大
切
な
の
は
自
分
で
守
る
と
い
う
 

　

災
害
へ
の
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構
え
 

　

災
害
発
生
直
後
か
ら
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最
前
線
で
地
域
を
守
る
 

　

元
気
な
建
設
業
が
 

　

地
域
防
災
の
要
と
な
る
 

災
害
に
備
え
る
 

〜
地
域
の
建
設
業
が
 

果
た
す
役
割
〜
 

　

感
染
拡
大
防
止
に
貢
献
し
た
 

　

地
元
建
設
業
 



堀井　誠明さん 
事務局長○ほりいまさあき 

信
楽
陶
芸
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
 

2
0
1
0
実
行
委
員
会
 

　
2
0
1
0
年
10
月
１
日
か
ら
11
月
23
日
ま
で
開
催
さ

れ
る
「
信
楽
陶
芸
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
2
0
1
0
〜
信
楽
ま

ち
な
か
芸
術
祭
〜
」
。
ま
ち
全
体
を
会
場
に
し
て
、さ
ま

ざ
ま
な
芸
術
作
品
や
ア
ー
ト
体
験
を
楽
し
む
イ
ベ
ン
ト

を
目
指
し
て
、行
政
や
窯
元
だ
け
で
な
く
、市
民
も
参
加

し
て
、さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
い
、準
備
を
進

め
て
き
ま
し
た
。
 

　
実
行
委
員
会
の
堀
井
誠
明
事
務
局
長
に
、芸
術
祭
に

か
け
る
意
気
込
み
な
ど
を
う
か
が
い
ま
し
た
。
 

＊
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
…
3
年
に
1
度
開
催
さ
れ
る
美
術
展
 

67

信楽のまちに残る古い民家や窯跡を利
用して、まちを散策しながらアート作品を
楽しめる「信楽陶芸トリエンナーレ2010
～信楽まちなか芸術祭～」 

●
今
回
の
芸
術
祭
の
開
催
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
お
話

し
い
た
だ
け
ま
す
か
。
 

　
甲
賀
市
で
は
地
場
産
業
信
楽
焼
の
生
産
額
が
最
盛
期

の
1
／
3
以
下
と
な
る
な
ど
産
地
の
危
機
的
な
状
況
を

踏
ま
え
、こ
の
打
開
策
と
し
て
期
間
限
定
、地
域
限
定
で

県
か
ら
集
中
的
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
滋
賀
県
経
済
振

興
特
区
に
平
成
18
年
に
エ
ン
ト
リ
ー
し
て
採
択
さ
れ
ま

し
た
。
 

　
以
来
、デ
ザ
イ
ン
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
な
ど
の
も
の
づ
く
り

支
援
の
ほ
か
、海
外
へ
の
販
路
開
拓
や
、人
材
開
発
、陶

器
の
産
地
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
な
ど
、さ
ま
ざ
ま

な
事
業
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。「
信
楽
陶
芸
ト
リ
エ

ン
ナ
ー
レ
2
0
1
0
」
は
、事
業
の
最
終
年
度
に
当
た
る

今
年
、事
業
の
集
大
成
と
し
て
開
催
さ
れ
る
も
の
で
す
。
 

●
ど
の
よ
う
な
目
的
で
開
催
さ
れ
る
の
で
す
か
。
 

　
芸
術
祭
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
は
、長
い
歴
史
に
育
ま

れ
た
信
楽
の
や
き
も
の
文
化
を
も
っ
と
多
く
の
方
々
に

知
っ
て
い
た
だ
き
、世
界
に
向
け
て
発
信
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、現
代
の
暮
ら
し
の
中
で
見
失
い

が
ち
な
”
心
地
よ
さ
“や
”ゆ
と
り
“を
感
じ
て
も
ら
え

る
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
を
目
指
し

て
い
ま
す
。
 

●
ま
ち
な
か
芸
術
祭
と
い
う

こ
と
を
掲
げ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
 

　
信
楽
の
ま
ち
に
残
る
古
い

民
家
や
窯
跡
、田
園
の
風
景
、

朝
宮
茶
な
ど
の
特
産
品
を
生

か
し
て
、街
全
体
を
フ
ィ
ー
ル

ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
し
、周
遊
・

分
散
型
の
展
示
で
、ま
ち
を
歩

き
な
が
ら
ア
ー
ト
作
品
を
楽

し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
工

夫
し
て
い
ま
す
。
 

　
具
体
的
に
は
信
楽
の
ま
ち

の
中
に
5
つ
の
会
場
を
設
け
て
、

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
参
考
に
思
い

思
い
に
散
策
し
て
い
た
だ
く

と
い
う
も
の
で
す
。
2
つ
の
美

術
館
の
ほ
か
窯
元
や
商
店
街
の
空
き
店
舗
、民
家
な
ど

も
展
示
会
場
と
し
て
活
用
し
ま
す
。
と
に
か
く
、歩
い

て
ま
ち
の
風
景
や
雰
囲
気
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
 

●
盛
り
だ
く
さ
ん
の
イ
ベ
ン
ト
で
す
が
、特
に
見
所
や
お

勧
め
の
イ
ベ
ン
ト
は
あ
り
ま
す
か
。
 

　
陶
芸
の
森
で
開
催
さ
れ
る
「
ラ
イ
フ
・
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス

展
」
は
、デ
ザ
イ
ナ
ー
と
窯
元
に
よ
る
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
で
商
品
開
発
し
た
、今
の
暮
ら
し
の
ス
タ
イ
ル
に
合
っ

た
陶
器
を
展
示
し
ま
す
。
 

　
ま
ち
の
あ
ち
こ
ち
で
行
わ
れ
る
「
ま
ち
な
み
ま
る
ご

と
ア
ー
ト
化
活
動
」
で
は
、古
い
登
り
窯
の
修
復
の
ほ
か
、

土
を
た
た
き
固
め
て
建
物
を
つ
く
る
”版
築
“と
い
う
方

法
で
家
を
建
て
ま
す
。
事
前
に
応
募
す
れ
ば
参
加
体
験

も
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。
 

　
ま
た
、段
ボ
ー
ル
製
の
等
身
大
の
力
士
が
戦
う
「
狸

相
撲
　
信
楽
場
所
」
や
、ま
ち
の
風
景
の
中
か
ら
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
形
を
探
す
「
A
t
o
Z
探
検
隊
」
な
ど
、

お
子
さ
ん
も
楽
し
め
る
イ
ベ
ン
ト
を
い
ろ
い
ろ
用
意
し

て
い
ま
す
。
 

●
や
き
も
の
文
化
の
世
界
へ
の
発
信
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
、ど
の
よ
う
な
催
し
を
企
画
さ
れ
て
い
ま
す
か
。
 

　
備
前
、丹
波
、信
楽
、越
前
、瀬
戸
、常
滑
と
い
う
、日

本
を
代
表
す
る
6
つ
の
産
地
の
首
長
が
一
堂
に
会
し
て
、

情
報
交
換
や
交
流
事
業
を
行
う
「
日
本
六
古
窯
サ
ミ
ッ

ト
i
n
甲
賀
」
を
、芸
術
祭
の
初
日
に
開
催
し
ま
す
。

日
本
六
古
窯
の
世
界
進
出
を
テ
ー
マ
に
、各
首
長
が
発

表
し
、サ
ミ
ッ
ト
宣
言
を
行
い
ま
す
。
 

●
地
元
の
み
な
さ
ん
の
芸
術
祭
へ
の
期
待
も
高
ま
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 

　
行
政
や
窯
元
だ
け
で
な
く
、美
術
大
学
、地
元
商
店

街
や
市
民
に
よ
る
協
働
で
、知
恵
を
絞
り
、手
間
を
か
け

て
準
備
し
て
き
ま
し
た
の
で
、地
元
の
み
な
さ
ん
の
期

待
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、こ
の
経
験
は
財
産
と
し

て
、ま
ち
の
活
性
化
に
生
か
し
て
い
け
る
も
の
で
す
。
 

　
私
た
ち
は
、こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
小
さ
く
生
ん
で
大
き
く

育
て
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
回
を
重
ね
る
ご
と
に
グ

レ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
て
、地
域
に
根
づ
く
イ
ベ
ン
ト
と
し
て

育
て
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

　
ぜ
ひ
、た
く
さ
ん
の
方
々
に
信
楽
を
訪
れ
て
楽
し
ん

で
い
た
だ
い
て
、3
年
後
の
第
2
回
に
つ
な
げ
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
 

1964年滋賀県草津市生まれ。 
育ちは埼玉県浦和市（現さいたま市）。 
1988年滋賀県庁入庁。住宅課、商工課、
環境室、消防防災課、土地開発公社、
人権施策推進課、下水道課、議会事務局、
都市計画課を経て2010年１月より現職。
現職：甲賀市産業経済部管理監 
　　　（兼　特区推進室長） 

信楽陶芸トリエンナーレ2010～信楽まちなか芸術祭～ 
2010年10月１日（金）～11月23日（火・祝） 

やきもののまち“信楽”のまちなかをフィールドミュージアムとした“体感
アートウォーク”。5つの会場を中心に、陶芸をテーマとした展示やアートイ
ベントを通して、信楽のまちの魅力を発信します。 
＊日程、会館時間などの詳細は以下のホームページでご確認ください。 
　http://tri.shigaraki-sp.com/

窯元散策路に点在する窯元や工房をめぐり、普段
見られない日常の製造風景が見学できます。 

［会場］　甲賀市信楽伝統産業会館 

［会場］　新宮神社境内 
　　　　11月9日（火）～11月23日（火・祝） 

登り窯を使ったサウンドアートが体験できます。 
［会場］　丸又窯登り窯 

石灰やにがりを混ぜた土を型枠に入れて、たたき締めながら建物を作る
工法で、世界中で古くから受け継がれてきた「版築」。「まちなみまるごと
アート化活動」の一環として、専門家とまちの人々、参加希望者が一緒
になって、信楽に土の家を建てます。 

［会場］　川端倉庫 

観光客や地元の子どもたちが、段ボールで作った等
身大の狸力士を使ってたたかいます。 
［会場］　黒壁 
［トーナメント日程］ 
　10月10日、24日、31日、11月23日　13:00～16:00 
＊展示は期間中無休 

まちなかにある信楽の「美」を発見し、手を加えたりし
ながらまちをまるごとアート化していきます。 
［会場］　まちなか各所 

朝宮茶の歴史や製造工程、信楽焼の茶器などを紹介します。 
［会場］　JAこうか朝宮店付近 
［期間］　10月3日、17日、24日、31日、11月7日、14日、23日 

［会場］　陶芸の森　太陽の広場 
［期間］　10月9日（土）～11日（月・祝） 

10月１日、２日に開催される日本六古窯サミットの関連事業として、
室町時代の穴窯を復元した陶芸の森の「金山窯」で、窯詰め
や窯焚きなどのワークショップ「室町・桃山再現焼成プロジェクト」
が行われます。 

［会場］　信楽産業展示館 
「生活の心地よさ」をテーマに、現在活躍中のデザイナーと窯元がコラボレーション
して新たな商品開発を行い、日常の暮らしに新たな生活シーンを提案します。 

まちの風景の中にあるAからZまでのアルファベットを
地図を頼りに探します。 
［会場］　まちなか各所 

「古陶の譜　中世のやきものー六古窯とその周辺ー」 
六古窯で生産された作品を中心に展観し、中世の
やきものの魅力に迫ります。 
［観覧料］　大人1000円　高大生800円 
　　　　　小中学生300円 
＊陶芸の森との共通券は1280円 

［会場］　隼人川みずべ公園 
［日程］　10月16日（土）、17日（日） 

「紫香楽宮と光明皇后」 
［会場］　黄瀬交流館さらら 
［日程］　10月24日（日）13:30～ 

「天平の眺めと万葉歌木簡の世界」［会場］紫香楽宮跡関連遺跡群発掘調査事務所 
「幻の大仏と甲賀寺」［会場］黄瀬文化財作業所 

［会場］　宮町公民館と周辺 

光を透す粘度で制作された灯り作品を紹介します。 
［会場］　植西電化倉庫 

若手作家たちが移動可能な展示スペースでまちな
かにギャラリー空間を作ります。 
［会場］　藤喜陶苑、まちなか各所 



「一束一束を大切に」 
寺尾　幹男 ［滋賀県］ 

BBCびわ湖放送株式会社賞 

「ミスは許されない」 
古垣　純三 ［神奈川県］ 

「自然の中で」  
大西　宏徳 ［愛知県］ 

社団法人滋賀県土木施工管理技士会長賞 

「夜間作業の人びと」 山本　茂樹 ［神奈川県］ 

独立行政法人勤労者退職金共済機構建退共滋賀県支部長賞 

「見極め」 平谷　京子 ［和歌山県］ 

社
団
法
人
滋
賀
県
建
設
産
業
団
体
連
合
会
長
賞 

「
ア
ッ
チ
ッ
チ
」 

田
中
　
博
文 

﹇
滋
賀
県
﹈ 

建
設
業
労
働
災
害
防
止
協
会
滋
賀
県
支
部
長
賞 

「
ロ
ー
プ
を
頼
り
に
」 

松
田
　
吉
夫 

﹇
京
都
府
﹈ 

総数 
応募者数 
198人 
94人 
104人 

314点 
149点 
165点 

176点 
49点 
127点 

138点 
100点 
38点 

応募点数 第一部 第二部 

県内 
県外 

内
訳 

入賞作品展のお知らせ 

３１４点と云う多数の作品が全国的から応募され、回を重ねるごとに斬

新な作品があり、審査される方々も苦労されていると思われます。               

来年の出品作品に期待されます。                                               

●主催／（社）滋賀県建設業協会 
●共催／（株）滋賀産業新聞社 
●後援／滋賀県、滋賀労働局、（独）雇用・能力開発機構滋賀センター、西日本建設業保証（株）滋賀

支店、（社）滋賀県建設産業団体連合会、滋賀県建設業協同組合、（社）滋賀県土木施工管理
技士会、建設業労働災害防止協会滋賀県支部、（独）勤労者退職金共済機構建退共滋賀県
支部、びわ湖放送（株） 

●協賛／滋賀県写真連盟、滋賀県カメラ材料商組合、株式会社　トミカラー 

入場無料 審査後記  

89

●10月9日（土）～28日（木） 
　環境科学館フェアー（バルンコーナー設置）                   
　滋賀県立水環境科学館（滋賀県草津市矢橋町帰帆2108） 　 
●10月30日（土）ポリテクカレッジ滋賀文化祭          
　滋賀職業能力開発短期大学校［ポリテクカレッジ滋賀］ 
　（滋賀県近江八幡市古川町1414） 　 
●11月19日（金） 
　建設業雇用改善推進大会 
　大津プリンスホテル［淡海ロビー］ 
　（滋賀県大津市におの浜4-7-7） 

滋賀県知事賞 
社団法人滋賀県建設業協会長賞 
滋賀県写真連盟会長賞 

第一部 
「建設業にはたらく人々」 

第二部 
「滋賀の建造・構造物（公益施設・町並み）」 

第１６回 

第一部「建設業にはたらく人々」（デジカメ・カメラ可） 

「輪！ 話！ 和！」 
大野　政順 ［滋賀県］　　 

●審査員／滋賀県写真連盟　会長：川x　透　並びに主催者 

滋賀県写真連盟会長　　川x　透 

鉄
骨
の
溶
接
作
業
を
夜
間
に
撮
影
さ
れ
た
作
者
の
目
論
見
が

見
事
な
火
花
と
な
っ
て
切
り
取
ら
れ
た
。 

作業をしておられる人の視線と真剣な態度が好感を覚える作品だ。 

白川郷の屋根葺き替えをポイント的に切り取られた作品で見事な表現と思う。 

夜間作業での道路工事の風景だが構図的に良い作品だ。 

山
間
部
の
山
崩
れ
に
復
旧
工
事
さ
れ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
構
図
が
良
か
っ
た
。 

「チームワークで屋根作業」 
岩元　禎 ［愛媛県］ 
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菖蒲の黄色の花に囲まれた水郷八幡堀の水
面を的確に切り取られた、構図・色彩共に良い
作品となった。 

「足場の解体ショー」 
川内　聡和 ［大阪府］ 

「絆」　西村　忠員 ［滋賀県］ 

「
息
も
ぴ
っ
た
り
」 

湯
浅
　
登
代
丸 

﹇
京
都
府
﹈ 

「
も
う
す
ぐ
世
界
一
に
」 

幅
　
周
一 
﹇
東
京
都
﹈ 

「
熔
接
作
業
」 

中
谷
　
輝
雄 

﹇
大
阪
府
﹈ 

「
ト
リ
オ
で
作
業
は
順
調
」 

藤
波
　
喜
競 

﹇
埼
玉
県
﹈ 

「
「
ハ
〜
イ
」
御
苦
労
さ
ん
」 

本
間
　
浩
一 

﹇
神
奈
川
県
﹈ 

「縁の下の力持ち！」 
大島　文太 ［滋賀県］ 

「夢を接ぐ」 
清水　進［神奈川県］ 

第二部「滋賀の建造・構造物（公益施設・町並み）」 

「守る姿」  
小川　美津子 ［滋賀県］ 

「下水道トンネル工事の 
　　　　　　　　最先端」  
菅野　達郎 ［神奈川県］ 

滋賀県知事賞 
社団法人滋賀県建設業協会長賞 
滋賀県写真連盟会長賞 

（カメラ・デジカメ可） 

「キショウブの咲く頃」 
谷　　進 ［滋賀県］ 
〈撮影場所／近江八幡市　八幡堀〉 

「突貫工事」  
竹村　悦子 ［高知県］ 

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
滋
賀
セ
ン
タ
ー
統
括
所
長
賞 

「
盛
夏
」 

福
田
　
尚
人 

﹇
滋
賀
県
﹈ 

〈
撮
影
場
所
／
草
津
市
立
水
生
植
物
公
園
み
ず
の
森
〉 

株式会社滋賀産業新聞社長賞 

「桜の道」 川崎　孝子 ［滋賀県］〈撮影場所／近江八幡市　八幡堀〉 

風
力
発
電
と
地
元
の
蓮
の
花
を
あ
し
ら
っ
た
見
せ
方
が
良
い
青
空
が
と
て
も

良
か
っ
た
。 

八幡堀の落花を全面に散らし、傘をさした人物を遠くに見ての構図が
良かった。 
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「ふしぎな建物」 松本　恭博 ［滋賀県］ 
〈撮影場所／ひこね市文化プラザ付近〉 

「梅雨の晴れ間」 
脇　規子 ［滋賀県］ 
〈撮影場所／近江八幡市〉 

「構成」 岡本　聖 ［京都府］ 
〈撮影場所／甲賀市信楽町ミホミュージアム〉 

「春宵」 
八田　義明 ［滋賀県］〈撮影場所／大津市〉 

「
月
と
高
層
ビ
ル
群
〜 

　
　
　
　
ア
ー
バ
ン
草
津
」 

矢
野
　
暢
英 

﹇
滋
賀
県
﹈ 

〈
撮
影
場
所
／
草
津
市
〉 

「陽光」 武藤　繁一 ［滋賀県］ 
〈撮影場所／長浜市　長浜ドーム〉 「剣の橋」 藤川　茂 ［滋賀県］ 

〈撮影場所／信楽〉 

「屋外プールとモダン体育館」  
大島　愛里 ［滋賀県］ 
〈撮影場所／高島市　朽木市場〉 

「
琵
琶
湖
大
橋
の
夜
明
け
」  

吉
田
　
信
介 

﹇
滋
賀
県
﹈ 

〈
撮
影
場
所
／
大
津
市
　

今
堅
田
〉 

 

「アヒルト八幡堀」 
 藤江　紀子 ［滋賀県］〈撮影場所／近江八幡市〉 

「瀬田川に洗堰」  
太田　年彦 ［大阪府］〈撮影場所／瀬田川洗堰〉 

「ドームの丘」 
 渡辺　正 ［滋賀県］ 
〈撮影場所／信楽町　陶芸の森〉 

「要塞のごとく」 
湖山　昌男 ［奈良県］ 
〈撮影場所／草津市津田江閘門〉 

「
春
の
ブ
ル
ー
メ
」  

相
坂
　
竹
雄 

﹇
滋
賀
県
﹈ 

〈
撮
影
場
所
／
日
野
町
農
業
公
園
ブ
ル
ー
メ
の
丘
〉 

「楽園」 朏　治雄 ［滋賀県］ 
〈撮影場所／甲賀市　水口町〉 

「こころ安らぐ場所」  
桑原　達夫 ［滋賀県］〈撮影場所／近江八幡市〉 

西日本建設業保証株式会社　滋賀支店長賞 

「琵琶湖大橋黄昏」 本庄　重夫 ［滋賀県］〈撮影場所／大津市〉 
滋賀県建設業協同組合理事長賞 

「花火の夜」 前田　頼利 ［滋賀県］〈撮影場所／大津市　打出浜〉 

琵琶湖大橋を取り込んで郷土の夜景を広範囲に写し込まれた都会的な
写真になった。 

琵琶湖文化会館と県警本部庁舎の新旧を対象にして花火を写し込
んだ作品は新しい試みだ。 
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株
式
会
社 

材
光
工
務
店
　
長
浜
市
八
幡
東
町
4
2
8-

1
　
　

代
表
取
締
役
社
長
　

伊
藤
光
男
 

建
設
業
を
通
じ
て
魅
力
あ
る
 

ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
む
 

魅
力
あ
る
ま
ち
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
 

『
動
い
て
い
る
こ
と
』 

企
画
・
提
案
型
の 

建
設
業
を
め
ざ
し
て 

建
築
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
を
め
ざ
し 

生
き
残
り
を
図
る 

住宅の新築やリフォームなども手掛ける同社、建築のエキスパートを目指している。 

長浜の市街地に残る古い町家を改修、店舗などに 
再生する事業にも取り組んでいる。 

街の活性化に取り組む伊藤社長 

本社社屋 長浜市内に同社が開発した複合型の大型商業ゾーン 
「風の街CAN'S」（右）と「カラフルタウンCAN'S」 

まちおこしの出発点となった 
黒壁一号館 

熊谷組JVによって平成３年に竣工した長浜ドーム 

商業施設の施工も数多く手掛けている。 

   　
大
正
七
年
の
創
業
以
来
、建
築
請
負
業
と
し
て
、

公
共
工
事
の
ほ
か
商
業
施
設
や
事
業
所
、工
場
な
ど

の
施
工
を
通
じ
て
、地
元
の
発
展
と
と
も
に
歩
ん
で

き
た
同
社
。
長
浜
ド
ー
ム
や
黒
壁
ス
ク
エ
ア
な
ど
、広

く
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
建
物
の
建
設
に
も
数
多

く
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
 

　
大
型
商
業
ゾ
ー
ン
開
発
事
業
第
一
号
と
し
て
、同

社
が
長
浜
市
内
に『
カ
ラ
フ
ル
タ
ウ
ン
C
A
N
’S
』

を
開
発
し
た
の
は
二
五
年
前
の
昭
和
六
〇
年
の
こ
と
。

以
来
、昨
年
、草
津
市
に
オ
ー
プ
ン
し
た
『
C
a
n
t
 

e
r
C
A
N
’S
駒
井
沢
』
ま
で
、長
浜
市
や
彦
根

市
に
複
合
商
業
施
設
を
開
発
し
て
き
ま
し
た
。
 

　
「
座
し
て
オ
フ
ァ
ー
が
来
る
の
を
待
つ
の
で
は
な

く
、自
ら
企
画
・
提
案
し
て
仕
事
を
作
り
出
し
て
い
く

た
め
に
、建
設
業
と
し
て
何
が
で
き
る
か
を
考
え
続

け
て
き
た
」
と
語
る
伊
藤
光
男
社
長
。
用
地
を
探
し
、

そ
の
地
域
に
合
っ
た
施
設
を
企
画
・
建
設
し
て
、テ
ナ

ン
ト
の
募
集
か
ら
、施
設
の
管
理
・
運
営
ま
で
を
一
貫

し
て
手
掛
け
て
い
ま
す
。
 

 

   　
伊
藤
社
長
は
、中
心
市
街
地
活
性
化
計
画
基
本
計

画
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
「
新
長
浜
計
画
」
と
い

う
会
社
の
経
営
に
参
加
し
て
、長
浜
の
市
街
地
に
あ

る
町
家
を
店
舗
な
ど
に
再
生
し
た
り
、新
し
い
施
設

を
建
設
し
た
り
す
る
事
業
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
 

　
年
間
二
〇
〇
万
人
も
の
観
光
客
が
訪
れ
る
黒
壁

ス
ク
エ
ア
は
、衰
退
し
た
市
街
地
を
活
性
化
し
た
ま

ち
お
こ
し
の
成
功
事
例
と
し
て
全
国
的
に
注
目
を
集

め
て
き
ま
し
た
。
中
心
的
な
メ
ン
バ
ー
と
し
て
事
業

に
携
わ
っ
て
き
た
伊
藤
社
長
は
、「
活
気
に
満
ち
た
魅

力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、つ
ね
に『
動

い
て
い
る
こ
と
』
。
動
い
て
い
る
か
ら
、訪
れ
る
人
に

楽
し
さ
や
感
動
を
与
え
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
生
ま
れ
る

し
、ま
た
行
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
も
ら
え
る
」
と
、成

功
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
語
り
ま
す
。
 

　
そ
の
う
え
で
、「
今
の
よ
う
な
厳
し
い
時
代
に
、で

き
る
だ
け
お
金
を
か
け
ず
に
、新
た
な
街
の
魅
力
を

創
出
し
て
い
く
こ
と
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
が
、

動
き
を
停
め
て
し
ま
う
こ
と
は
街
の
衰
退
に
つ
な
が

る
」
と
し
、仲
間
と
と
も
に
そ
の
動
き
を
つ
く
っ
て
い

く
の
が
、「
新
長
浜
計
画
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い

ま
す
。
 

　
「
地
域
の
発
展
、活
性
化
と
い
う
視
点
が
な
か
っ
た

ら
、地
域
の
建
設
業
者
と
し
て
生
き
て
い
け
な
い
。
建

設
業
者
と
し
て
、将
来
も
続
い
て
い
く
ま
ち
に
し
て

い
く
こ
と
に
使
命
感
を
持
っ
て
い
る
」
と
語
り
ま
す
。
 

    　
こ
れ
か
ら
の
事
業
に
つ
い
て
、建
築
に
関
す
る
ど

ん
な
こ
と
に
も
対
応
で
き
る
エ
キ
ス
パ
ー
ト
を
目

指
し
、地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
企
業
と
し
て
生
き

残
っ
て
い
き
た
い
と
語
る
伊
藤
社
長
。
 

　
同
社
で
は
、設
計
・
施
工
だ
け
で
な
く
、『
な
お
し

や
専
科
』
と
い
う
名
称
で
、ち
ょ
っ
と
し
た
修
理
や
器

具
の
取
り
替
え
な
ど
の
ニ
ー
ズ
に
も
対
応
し
て
い
ま

す
。「
建
物
に
関
す
る
こ
と
な
ら
、小
さ
な
こ
と
か
ら

大
き
な
こ
と
ま
で
、工
事
の
前
の
相
談
や
調
査
の
段

階
か
ら
、解
体
・
廃
棄
物
の
処
理
と
い
っ
た
最
終
段
階

ま
で
、な
ん
で
も
や
れ
る
と
い
う
こ
と
を
強
み
に
し

て
、お
客
様
の
信
頼
に
応
え
て
い
き
た
い
」
と
言
う
伊

藤
社
長
。
 

　
そ
の
た
め
に
は
、知
識
や
経
験
に
基
づ
く
確
か
な

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力
が
必
要
に
な
り
、ま
た
、そ
れ
ぞ

れ
の
専
門
分
野
を
生
か
し
て
い
っ
し
ょ
に
仕
事
を
す

る
協
力
会
社
な
ど
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
も
大
切

に
な
り
ま
す
。
 

　
「
仕
事
を
創
出
す
る
こ
と
で
、企
業
が
元
気
に
な

り
、ま
ち
も
活
性
化
さ
れ
る
し
、人
も
育
つ
」
と
語
る

伊
藤
社
長
。
か
つ
て
、衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
た

長
浜
の
中
心
市
街
地
を
再
生
す
る
た
め
に
奔
走
し
、

知
恵
を
し
ぼ
っ
た
頃
と
変
わ
ら
な
い
、「
長
浜
の
ま
ち

を
元
気
に
し
た
い
」
と
い
う
熱
い
思
い
を
今
も
持
ち

続
け
て
い
ま
す
。
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仕事の達人、遊びの達人　私のオフタイム 

大
津
市
旧
大
津
公
会
堂 

●
大
津
市
浜
大
津 

港
町
・
浜
大
津
の
活
気
を 

い
ま
に
つ
な
ぐ
モ
ダ
ン
建
築 

ラ
イ
ト
に
影
響
を
受
け
た 

ス
ク
ラ
ッ
チ
タ
イ
ル
の
外
観 

大津市旧大津公会堂 

建築探訪  

株式会社笹川組　　深田　賢治 

手塩にかけた 
瓢箪の作品づくりを 
夫婦で楽しむ 

クイズ パズル 

【大津市旧大津公会堂】 
京阪浜大津駅下車すぐ、ＪＲ大津駅下車、徒歩約10分 
〒520‐0047大津市浜大津１丁目4‐1　ＴＥＬ．07７-522-8220

建設は昭和9年（1934年）。本年春、改修オープンし、国登録有形文
化財への申請が進められている。 

昭和初期の浜大津の様子。右上が公
会堂、塔のある建物は旧大津市役所。
当時は建物のすぐそばが湖岸だった。 

建
設
当
初
、戦
前
の
よ
う
す
。
 

ア
ー
チ
窓
が
特
徴
の
ホ
ー
ル
 

照明器具は建設当初のまま 外壁のスクラッチタイル エントランスには大理石が敷かれている 

　
の
中
に
入
る
文
字
を
考
え

て
く
だ
さ
い
。
5
つ
の
漢
字
を

組
み
合
わ
せ
る
と
？
 

鉄 
道 
擬 試 験 

型 
損 

保 
者 加 

険 

針 

安 吉 日 

小 
棒 

業 
制 緩 和 

則 

就 

器 

報 

火 
地 被 

知 

細かい文様を慎重に 
刻む深田さん 

左端の瓢箪は会社の安全祈願を願って深田さんが制作したもの 

柔らかいうちに曲げて 
鶴の形に仕上げた作品 

それぞれの作品を手にする深田さんご夫妻 

猛暑の影響で不作だった今年の瓢箪 

ヒ
ン
ト
●
話
題
の
焦
点
 

　
二
十
四
、五
年
前
か
ら
、知
人
と
い
っ
し
ょ
に
瓢
箪
の

栽
培
を
手
掛
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
長
瓢
箪
や
丸

瓢
箪
、大
瓢
箪
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
瓢
箪
を
育
て

て
、収
穫
し
た
後
は
、妻
と
二
人
で
さ
ま
ざ
ま
な
作
品

を
作
っ
て
楽
し
ん
で
い
ま
す
。 

　
収
穫
後
、一
週
間
水
に
浸
け
て
、皮
と
果
肉
を
取
り

除
い
た
後
、良
く
乾
燥
さ
せ
た
瓢
箪
に
、塗
料
を
塗
っ
た

後
、水
ペ
ー
パ
ー
で
磨
い
て
艶
を
出
し
た
り
、細
く
切
っ

た
和
紙
を
絵
柄
を
合
わ
せ
な
が
ら
、て
い
ね
い
に
貼
っ
て

仕
上
げ
た
も
の
は
妻
の
作
品
で
す
。
砕
い
た
卵
の
殻
や

籾
殻
を
一
つ
ず
つ
貼
っ
て
、塗
料
を
塗
っ
た
手
の
込
ん
だ

も
の
も
あ
り
ま
す
。 

　
私
の
ほ
う
は
焼
き
ご
て
で
虎
や
龍
の
絵
を
描
い
た

り
、カ
ッ
タ
ー
ナ
イ
フ
で
細
か
な
文
様
や
家
紋
を
刻
ん

で
、中
に
電
球
を
入
れ
た
り
し
た
作
品
を
作
っ
て
い
ま

す
。
収
穫
し
て
間
も
な
い
柔
ら
か
い
う
ち
に
ク
ビ
の
部

分
を
曲
げ
て
、鶴
な
ど
に
見
立
て
た
作
品
を
作
っ
た
り
、

瓢
箪
が
成
長
す
る
時
に
針
金
や
ネ
ッ
ト
を
掛
け
て
、形

の
お
も
し
ろ
さ
を
楽
し
む
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
作
品
展

な
ど
を
見
に
行
っ
て
は
、ア
イ
デ
ア
を
取
り
入
れ
た
り

し
な
が
ら
、新
し
い
作
品
づ
く
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て

い
ま
す
。 

　
冬
の
う
ち

か
ら
土
づ
く

り
を
し
て
、

大
き
く
て
形

の
良
い
瓢
箪

が
で
き
る
よ

う
に
、
夏
の

間
中
、
消
毒

や
水
の
管
理

に
気
を
配
っ

て
い
ま
す
。 

　
今
年
は
異

常
な
暑
さ
で
、

思
う
よ
う
な
瓢
箪
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
っ
し
ょ

に
瓢
箪
づ
く
り
を
し
て
き
た
近
所
の
仲
間
と
、毎
年
、

地
域
の
文
化
祭
に
作
品
を
出
展
し
て
き
ま
し
た
が
、今

年
は
見
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

　
も
と
も
と
盆
栽
が
趣
味
で
、さ
ま
ざ
ま
な
野
菜
や
花

を
育
て
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
大
菊
づ
く

り
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
盆
栽
に
し
ろ
、瓢
箪
に

し
ろ
、愛
情
を
か
け
て
、手
を
か
け
て
世
話
を
し
た
ら
、

ち
ゃ
ん
と
応
え
て
く
れ
る
の
が
魅
力
だ
と
思
い
ま
す
。 

       

　
琵
琶
湖
を
め
ぐ
る
観
光
船
の
拠
点
・
大

津
港
。
そ
の
に
ぎ
わ
い
を
背
に
し
て
建
つ

大
津
市
旧
大
津
公
会
堂
は
、タ
イ
ル
貼
り

の
外
観
が
モ
ダ
ン
な
、ま
ち
を
代
表
す
る

近
代
建
築
で
す
。 

　
戦
前
の
昭
和
九
年（
一
九
三
四
年
）、大

津
商
工
会
議
所
と
大
津
市
立
図
書
館
を

併
設
し
た
「
大
津
公
会
堂
」
と
し
て
誕
生
。

設
計
者
は
不
明
で
す
が
、鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
三
階
建
て
で
地
階
も
あ
り
、当
時
市

政
の
中
心
地
で
あ
っ
た
港
町
・
浜
大
津
に

巨
費
を
投
じ
て
造
ら
れ
ま
し
た
。 

　
戦
後
は
全
国
に
先
駆
け
、市
民
の
社
会

教
育
活
動
の
拠
点
と
な
る
よ
う
公
民
館

と
し
て
開
館
。
演
劇
、音
楽
、美
術
な
ど
、

戦
後
大
津
の
文
化
活
動
を
語
る
う
え
で

欠
か
せ
な
い
存
在
と
い
え
ま
す
。
こ
こ
に

集
っ
た
芸
術
家
た
ち
の
な
か
に
は
小
説
家
・

花
登
筺
の
若
き
日
の
姿
も
あ
り
ま
し
た
。 

　
長
く
市
民
の
交
流
の
場
と
な
っ
て
き
た

公
会
堂
で
す
が
、近
年
で
は
老
朽
化
が
進

み
、利
用
者
も
減
少
す
る
傾
向
に
。
そ
こ

で
立
ち
上
が
っ
た
の
が
近
隣
の
自
治
連
合

会
。
施
設
整
備
の
要
望
書
を
市
長
に
提
出

し
、平
成
一
五
年（
二
〇
〇
三
年
）に
は
公

会
堂
を
ま
ち
の
顔
と
し
て
市
街
地
活
性

化
を
め
ざ
す
「
大
津
ま
ち
な
か
元
気
回
復

委
員
会
」が
発
足
し
ま
し
た
。 

　
そ
し
て
今
年
春
、改
修
工
事
が
完
了
し

た
建
物
は
、レ
ス
ト
ラ
ン
や
ホ
ー
ル
、多
目

的
室
な
ど
を
備
え
た
施
設
と
し
て
再
ス
タ

ー
ト
を
切
り
、早
く
も
人
気
を
集
め
て
い

ま
す
。 

    

　
改
修
に
あ
た
り
ま
ず
進
め
ら
れ
た
の
は

残
す
べ
き
優
れ
た
意
匠
の
検
討
。
耐
震
工

事
と
の
兼
ね
合
い
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

度
重
な
る
改
修
や
設
備
配
管
類
の
増
設

で
デ
ザ
イ
ン
が
著
し
く
損
な
わ
れ
て
い
た

点
も
調
査
さ
れ
ま
し
た
。 

　
と
く
に
苦
慮
し
た
の
が
こ
の
建
物
外
観

の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
「
ス
ク
ラ
ッ
チ
タ

イ
ル
」
の
保
存
・
復
元
。
細
か
く
筋
を
入
れ

た
タ
イ
ル
を
多
用
し
、水
平
線
を
強
調
す

る
手
法
は
、大
正
十
二
年（
一

九
二
三
年
）に
フ
ラ
ン
ク
・
ロ

イ
ド
・
ラ
イ
ト
が
帝
国
ホ
テ

ル
に
用
い
て
以
降
、大
流
行

し
た
意
匠
に
影
響
を
受
け

た
も
の
。
全
体
の
四
割
が
破

損
し
て
い
ま
し
た
が
、信
楽

焼
の
技
術
を
生
か
し
て
再

現
さ
れ
ま
し
た
。
外
壁
タ
イ

ル
に
付
い
た
長
年
の
汚
れ

を
洗
い
落
と
し
て
み
る
と
、

も
と
は
緑
が
か
っ
た
茶
色
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、微

妙
な
色
の
む
ら
ま
で
表
現

す
る
こ
と
で
建
築
当
初
の

面
影
を
よ
み
が
え
ら
せ
て

い
ま
す
。 

　
大
津
市
初
の
景
観
重
要

建
造
物
に
指
定
さ
れ
、現
在
、

国
登
録
有
形
文
化
財
へ
も

申
請
が
進
め
ら
れ
て
い
る

旧
公
会
堂
。
市
民
目
線
で
の

活
性
化
の
成
功
例
と
し
て
注
目
さ
れ
、港

町
の
歴
史
と
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
を

つ
な
ぐ
拠
点
と
な
っ
て
く
れ
そ
う
で
す
。 



After
Word

読 者 の 声  

八幡神社へのアクセス●名神八日市ICから国道307号を彦根方面約20分 
問い合わせ●愛荘町農林商工課　0749-37-8051

愛荘町 

いつも楽しく読んでいます。滋賀県には若い頃、毎日のよ
うに仕事に行ってました。歴史と文化の町で、彦根城を始
め湖東三山、古い町並みも多く、心を癒してくれます。 
（伊藤　勝さん） 

滋賀県に河内の風穴のような興味深いところがあるとは
思いませんでした。見学してみたいと思います。 
（東谷　宏さん） 

「伊庭の坂下し祭」の記事、たいへんおもしろく拝読しま
した。行ってみたくなりました。（片岡三郎さん） 

特集記事を読んで県立図書館の偉大さを知りました。 
（小多　茂さん） 

鏝絵というものを初めて知りました。実物が見たくなりま
した。（川島加代子さん） 

以前勤めていた会社にも水耕栽培の実験棟がありました。
近年、レタス等工場栽培の野菜が販売されているのを見
ますが、県内にもあったのかと興味を覚えました。 
（片山久生さん） 

人気のサラダパン、誕生のエピソードなども知ることがで
きておもしろかったです。また彦根地方気象台がこんなに
美しい建物とは知らず驚きました。（下村美恵さん） 

ページ数の少ない冊子ですが、内容が豊富で読みごたえ
がありました。取り上げられている記事もよかったです。 
（小林幹生さん） 

松橋　和夫さん 

今江　京子さん 

辻　　清美さん 

川島加代子さん 

藤川　　洋さん 

片山　久生さん 

土川真由起さん 

三谷ともみさん 

下村　美恵さん 

小林　浩基さん 

●P&Q及 びアンケート(返信用添付
ハガキ)の両方にお答えいただいた
方の中から抽選により粗品を進呈
します。ふるってご応募ください。 
●別のハガキにてご応募の方も住所、
勤務先(学校名)、氏名及びP&Q の
答え、アンケート、メッセージ等を
書いて送付してください。 
●締め切り 
　平成２３年１月２０日必着 
●あて先 
　〒５２０-０８０１ 
　大津市におの浜一丁目１-１８ 
　(社)滋賀県建設業協会　広報委員会 

「8」 

前号の答え 

■焼さばそうめん（乾麺タイプ、冷凍タイプ）の問い合わせ 
株式会社冨久や（ふくや） 
TEL.0749-62-0692 
ht tp:/ / www.sabasoumen.com/  
同社社長が焼きさばそうめんについて語るブログもあります。 
http:/ / ameblo.jp/ okudosan

甘辛い焼きさばと出汁のしみた 
そうめんが食欲をそそる 

電
子
レ
ン
ジ
で
温
め
る
だ
け
で 

手
軽
に
郷
土
料
理
が 

楽
し
め
る
冷
凍
タ
イ
プ
の 

「
焼
さ
ば
そ
う
め
ん
」 

長浜曳山まつりのご馳走にも欠かせない焼きさばそうめん 

パズル＆クイズ当選者 

 　
長
浜
市
周
辺
の
湖
北
地
方
に
は
、郷
土
料
理
「
焼
き
さ
ば

そ
う
め
ん
」
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。 

　
焼
き
さ
ば
は
、傷
み
や
す
い
鯖
を
獲
れ
た
そ
の
場
で
、竹
串

に
刺
し
て
炭
火
で
焼
い
て
、日
持
ち
を
よ
く
し
た
保
存
食
。
冷

蔵
保
存
の
で
き
な
か
っ
た
頃
に
は
、貴
重
な
食
材
と
し
て
若

狭
か
ら
山
を
越
え
て
、近
江
や
京
都
へ
さ
か
ん
に
運
ば
れ
ま

し
た
。こ
の
た
め
若
狭
街
道
は
「
鯖
街
道
」「
鯖
の
道
」
と
も

呼
ば
れ
ま
し
た
。 

　
こ
の
焼
き
さ
ば
は
、温
め
て
シ
ョ
ウ
ガ
醤
油
を
付
け

て
食
べ
る
ほ
か
、だ
し
で
甘
辛
く
煮
て
食
べ
る
の
が

一
般
的
で
す
。
そ
の
煮
汁
で
そ
う
め
ん
も
一
緒

に
調
理
し
た
の
が
「
焼
き
さ
ば
そ
う
め
ん
」

で
す
。
脂
が
ほ
ど
よ
く
抜
け
た
焼
き
さ
ば

は
あ
っ
さ
り
と
食
べ
や
す
く
、ま
た
鯖
の

旨
味
が
し
み
た
そ
う
め
ん
は
格
別
で
す
。 

　
長
浜
に
は
、田
植
え
の
頃
に
、農
家

に
嫁
い
だ
娘
を
気
づ
か
っ
た
親
が
、五

月
見
舞
い
と
し
て
嫁
ぎ
先
へ
焼
き
さ

ば
を
送
る
習
わ
し
が
あ
り
ま
し
た
。

手
軽
に
作
っ
て
す
ぐ
に
食
べ
る
こ
と
が

で
き
て
、し
か
も
栄
養
価
の
高
い
焼
き

さ
ば
そ
う
め
ん
は
、忙
し
い
田
植
え
の
時

期
に
重
宝
な
定
番
料
理
で
し
た
。 

　
ま
た
、４
月
に
行
わ
れ
る
長
浜
曳
山
ま
つ
り
で
、お
客
様
を

も
て
な
す
ハ
レ
の
日
の
食
卓
に
欠
か
せ
な
い
郷
土
料
理
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
若
狭
湾
の
あ
る
福
井
県
や
、鯖
街
道
が
通
る
朽
木
に
も
焼

さ
ば
そ
う
め
ん
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
が
、な
ぜ
長
浜
の
郷
土
料

理
と
し
て
定
着
し
た
の
か
は
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

　
長
浜
の
ま
ち
に
は
、焼
き
さ
ば
そ
う
め
ん
を
メ
ニ
ュ
ー
に
加

え
て
い
る
お
店
が
多
数
あ
り
ま
す
。
ま
た
、お
土
産
と
し
て

持
ち
帰
っ
て
、手
軽
に
家
庭
で
楽
し
め
る
商
品
が
開
発
さ
れ
、

メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、長
浜
の
郷
土

料
理
と
し
て
焼
き
さ
ば
そ
う
め
ん
の
知
名
度
が
高
ま
っ
て
い

ま
す
。 
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