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地域の底力 近江八幡市

織
田
信
長
と
豊
臣
秀
次
が
基
盤
を
築
い
た
近
江
八
幡
市
に
は
、

城
下
町
の
名
残
を
と
ど
め
る
美
し
い
町
並
み
と
、

琵
琶
湖
周
辺
の
水
郷
地
域
を
は
じ
め
美
し
い
自
然
が
残
る
。

「
お
か
げ
さ
ん
で
」
と
い
う
言
葉
が
日
常
で
交
わ
さ
れ
る
、

近
江
八
幡
の
人
々
の
胸
に
は
今
な
お
、

古
く
か
ら
培
わ
れ
た
近
江
商
人
の
思
い
が
継
が
れ
て
い
た
。
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今
も
確
か
に
継
が
れ
る 

近
江
商
人
の
精
神

　

近
江
商
人
発
祥
の
地
で
あ
る
近
江
八

幡
市
は
、
琵
琶
湖
の
南
東
、
滋
賀
県
中

央
部
に
位
置
す
る
。
こ
の
地
が
歴
史
の

表
舞
台
に
登
場
す
る
の
は
、
天
下
統
一

を
目
指
し
た
織
田
信
長
が
安
土
城
を
築

城
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
後
、
豊
臣

秀
吉
の
甥
の
秀
次
が
八
幡
山
城
を
築
城

し
、
信
長
時
代
以
来
の
楽
市
楽
座
の
も

と
で
、
城
下
町
や
商
い
は
栄
え
た
。

　

八
幡
山
城
築
城
の
一
〇
年
後
、
豊
臣

家
の
跡
継
ぎ
争
い
を
巡
っ
て
秀
次
が

二
八
歳
の
若
さ
で
自
決
の
運
命
を
た
ど

る
と
、
秀
次
が
築
い
た
壮
麗
な
城
も
廃

さ
れ
た
が
、
交
通
の
要
所
、
商
い
の
拠

点
と
し
て
の
役
割
は
残
っ
た
。

　

そ
の
後
、
近
江
八
幡
は
実
質
的
に
商

人
た
ち
が
中
心
と
な
る
自
治
都
市
と
し

て
江
戸
時
代
を
歩
ん
で
い
っ
た
。
殿
様

に
は
頼
れ
な
い
、
自
分
た
ち
だ
け
で
生

き
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
立
、
自
助
の
精

神
が
い
つ
し
か
育は

ぐ
くま

れ
、
そ
れ
が
や

が
て
全
国
に
散
る
近
江
商
人
の
礎

い
し
ず
えに

な
っ
て
い
く
。

　

彼
ら
の
心
に
深
く
刻
ま
れ
て
い
た
理

念
は
、「
三
方
よ
し
」。
売
り
手
よ
し
、

買
い
手
よ
し
、
世
間
よ
し
。
自
分
た
ち

だ
け
が
も
う
け
る
の
で
は
な
く
、
お
客

さ
ま
が
喜
び
、
さ
ら
に
は
社
会
に
貢
献

で
き
る
商
い
を
、
と
い
う
も
の
だ
。

　

質
実
も
ま
た
、
近
江
商
人
の
心
得
の

ひ
と
つ
。
近
江
八
幡
市
に
は
昔
な
が
ら

の
瓦
屋
根
が
続
く
町
並
み
が
残
り
、
か

つ
て
の
豪
商
の
屋
敷
の
一
部
は
資
料
館

と
し
て
見
学
で
き
る
。
い
ず
れ
も
構
え

は
大
き
い
が
、
表
立
っ
て
華
美
な
印
象

は
受
け
な
い
。
と
は
い
え
、
た
と
え
ば

引
き
戸
に
大
き
な
一
枚
板
が
使
わ
れ
て

い
る
な
ど
、
よ
く
見
れ
ば
贅ぜ

い
が
尽
く
さ

れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。

　

自
立
、
自
助
、
三
方
よ
し
、
質
実
。

そ
の
精
神
が
今
な
お
継
が
れ
て
い
る

と
、
取
材
を
重
ね
な
が
ら
追
々
気
づ
く

こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
緒

い
と
ぐ
ちを

与

え
て
く
れ
た
の
は
、
近
江
八
幡
市
長
の

冨ふ

じ士
谷た

に

英え
い
し
ょ
う正
氏
だ
っ
た
。

　

一
〇
年
に
市
長
に
就
任
し
た
冨
士
谷

氏
は
、
思
い
き
っ
た
行
財
政
改
革
を
断

行
し
て
い
る
。
ま
ず
は
人
件
費
を
削
減

し
、
総
事
業
決
算
対
比
で
二
三
％
か
ら

一
七
％
へ
と
縮
小
さ
せ
た
。
単
に
職
員

を
解
雇
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
保
育
園

や
給
食
セ
ン
タ
ー
と
い
っ
た
、
市
が
関

わ
っ
て
い
た
施
設
の
一
部
を
民
営
化
し

た
結
果
だ
。　

　

さ
ら
に
は
、
幼
稚
園
や
保
育
園
、
学

校
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
い
っ

た
教
育
、
文
化
関
連
の
建
物
を
集
結
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
は
学
校
と
渡

り
廊
下
で
つ
な
げ
ら
れ
、
災
害
時
に
は

避
難
施
設
に
な
る
。

　
「
ま
と
め
た
方
が
人
が
集
ま
っ
て
賑に

ぎ

わ
い
が
高
ま
る
。
そ
し
て
、
絶
対
に
安

八幡堀周辺には江戸時代末期建築の豪商の屋敷をはじ
め古い町並みが続いている。
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早朝からエネルギッシュに市政に取り組む冨
士谷英正市長。そのスタイルは就任以来、今
も変わらず続いている。

右／かつて城があっ
た八幡山の山麓「八
幡公園」には、豊臣
秀次の像が建つ。
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く
あ
が
る
。
僕
に
も
近
江
商
人
の
血
が

流
れ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
。
株
式
会
社

近
江
八
幡
、
自
治
体
経
営
も
本
質
は
企

業
経
営
と
同
じ
だ
と
言
っ
て
る
ん
で

す
。
が
め
つ
く
も
う
け
て
、
ス
マ
ー
ト

に
使
う
（
笑
）」　

　

冨
士
谷
市
長
は
冗
談
め
か
し
て
笑
っ

て
み
せ
た
が
、
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
に
よ
り

生
じ
た
「
も
う
け
」
は
、
福
祉
・
教
育

分
野
な
ど
に
注
が
れ
て
い
る
。

　
「
大
切
な
の
は
や
は
り
、
住
み
た
い

と
思
う
魅
力
の
あ
る
ま
ち
を
つ
く
る
こ

と
。
当
市
は
高
齢
者
の
た
め
の
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
、
特
別
養
護
施
設
、
老
健
施

設
な
ど
は
か
な
り
充
実
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、
財
政
に
も
配
慮
し
て
、
や
り
す

ぎ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
歯
止
め
を
か
け

つ
つ
で
す
が
。一
方
、保
育
施
設
の
キ
ャ

パ
シ
テ
ィ
に
余
力
を
も
た
せ
る
よ
う
心

掛
け
て
い
ま
す
」

　

冨
士
谷
氏
が
市
長
に
な
っ
て
か
ら

転
入
者
が
増
え
、
人
口
は
現
在
約

八
万
二
五
〇
〇
人
に
ま
で
増
加
。
出
生

数
も
増
え
、
嬉う

れ
し
い
悲
鳴
を
あ
げ
て
い

る
。

　

も
っ
と
も
印
象
深
か
っ
た
の
は
、
一

般
廃
棄
物
処
理
施
設
建
設
に
関
す
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
だ
。
通
常
な
ら
ば
行
政
側
が

補
助
金
を
出
し
、
候
補
地
の
住
民
に
徹

底
し
て
頭
を
下
げ
、
な
ん
と
か
話
が
ま

と
ま
る
も
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、

市
長
が
と
っ
た
策
は
逆
だ
っ
た
。

　
「
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
受
け
入

れ
て
も
い
い
と
い
う
自
治
会
は
、
手
を

あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
、
皆
さ
ん
に

投
げ
か
け
た
ん
で
す
」

　

受
け
入
れ
た
場
合
、
一
〇
年
で
一
億

円
が
自
治
会
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に

支
給
さ
れ
る
。ほ
か
に
も
利
点
は
あ
る
。

廃
棄
物
は
単
な
る
ご
み
で
は
な
く
、
焼

却
の
余
熱
を
使
っ
て
発
電
や
温
水
プ
ー

ル
も
で
き
る
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
。
そ

ん
な
施
設
の
メ
リ
ッ
ト
を
、
市
は
積
極

的
に
住
民
に
宣
伝
し
て
き
た
。
果
た
し

て
、
三
つ
の
自
治
会
が
立
候
補
し
た
そ

う
だ
。住
民
の
意
見
の
と
り
ま
と
め
も
、

自
治
会
が
行
っ
た
。

　
「
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
は
、
人
間

の
経
済
活
動
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
存

在
。
火
葬
場
や
し
尿
処
理
施
設
も
同
じ

で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
お
金
を
も
ら
っ

た
か
ら
引
き
受
け
る
と
い
う
発
想
は
人

間
を
悪
く
し
ま
す
。
損
か
得
か
の
世
界

な
ん
て
、
味
気
な
い
で
し
ょ
う
」

　

効
率
に
徹
し
て
改
革
を
進
め
て
い
る

よ
う
に
見
え
つ
つ
、
そ
の
裏
に
は
深
い

情
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
と
知
り
、
思
わ

ず
胸
が
熱
く
な
る
。

　
「
行
政
が
な
ん
と
か
せ
い
、
は
昔
の

話
。
皆
さ
ん
は
ど
う
し
た
い
ん
で
す

か
？　

ま
ず
は
そ
れ
を
教
え
て
く
だ
さ

い
、
と
僕
ら
は
言
う
ん
で
す
。
行
政
も

行
動
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
か
わ
り
、
皆

さ
ん
も
責
任
を
も
っ
て
く
だ
さ
い
と
」

（
冨
士
谷
市
長
）

「
い
い
も
の
」
を
守
れ
ば

お
の
ず
と 

商
い
に
な
る
と
の
思
い

　

シ
ビ
ア
に
も
聞
こ
え
る
が
、
近
江

八
幡
市
で
は
住
民
た
ち
が
自
分
で
考

え
、
自
ら
行
動
に
移
し
た
過
去
の
実
績

が
あ
っ
た
。
豊
臣
秀
次
の
時
代
に
つ
く

ら
れ
た
「
八は

ち
ま
ん
ぼ
り

幡
堀
（
全
長
約
五
キ
ロ
）」

の
再
生
の
取
り
組
み
だ
。
そ
の
名
の
と

お
り
八
幡
山
城
の
防
御
の
た
め
に
開
削

さ
れ
た
八
幡
堀
に
は
、
琵
琶
湖
の
水
が

直
接
引
き
込
ま
れ
、
運
河
と
し
て
の
役

割
も
あ
っ
た
。

　

琵
琶
湖
南
東
岸
を
通
る
船
は
す
べ
て

八
幡
浦
を
経
由
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
秀
次
の
お
達
し
以
来
、
近
江
八

幡
は
流
通
の
拠
点
と
な
り
、
同
時
に
多

く
の
情
報
と
物
資
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

し
か
し
、
時
代
の
変
化
や
水
位
の
低
下

と
と
も
に
琵
琶
湖
の
水
運
は
廃す

た
れ
、
堀

の
役
割
は
失
わ
れ
る
。

　

加
え
て
明
治
期
、
鉄
道
が
敷
か
れ
る

際
に
、
煙
を
吐
く
列
車
は
街
中
を
走
っ

て
欲
し
く
な
い
と
の
意
見
が
多
数
を
占

め
た
こ
と
が
、
後
に
大
き
く
影
響
す

る
。
八
幡
堀
か
ら
徒
歩
で
三
〇
分
近
く

か
か
る
場
所
に
建
っ
た
駅
を
中
心
に
新

近江八幡地域の底力
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しばしば時代劇の舞台となる「八幡堀」では、昔風の小
舟に乗り、ゆるり景色を楽しむ観光客の姿も見られる。
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し
い
町
が
広
が
り
、
城
下
町
だ
っ
た
古

い
町
並
み
や
八
幡
堀
の
存
在
を
知
ら
な

い
ま
ま
に
暮
ら
す
住
民
も
増
え
て
い
た

の
だ
。

　

無
用
と
な
っ
た
上
、
六
〇
年
代
に
は

ヘ
ド
ロ
の
悪
臭
が
あ
た
り
に
漂
う
ほ
ど

水
が
汚
れ
、
そ
の
対
策
と
し
て
埋
め
立

て
に
行
政
が
動
き
出
し
た
の
は
自
然
の

成
り
行
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

同
時
に
「
堀
を
埋
め
た
瞬
間
か
ら
後
悔

が
は
じ
ま
る
」
と
い
う
声
が
、
地
元
の

青
年
会
議
所
か
ら
あ
が
っ
た
。

　
「
ま
ち
が
今
あ
る
の
は
八
幡
堀
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
。
八
幡
堀
は
み
ん
な

の
も
の
だ
」
と
い
う
意
識
が
地
元
の
若

者
の
間
で
甦
よ
み
が
え

っ
た
。
そ
れ
な
ら
、
未

来
の
子
ど
も
に
歴
史
あ
る
景
色
を
残
す

た
め
に
、自
分
た
ち
で
汗
を
か
こ
う
と
、

再
生
の
た
め
の
活
動
が
始
ま
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
既
に
堀
の
埋
め
立
て
に

向
け
て
動
き
出
し
た
後
の
こ
と
、
す
ぐ

に
は
行
政
や
市
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
な

か
っ
た
。
そ
れ
で
も
青
年
会
議
所
の
メ

ン
バ
ー
が
毎
週
八
幡
堀
へ
入
っ
て
清
掃

を
続
け
た
と
こ
ろ
、
次
第
に
市
民
の
目

が
変
化
し
、
清
掃
に
参
加
す
る
人
や
そ

の
人
た
ち
に
食
べ
物
等
を
差
し
入
れ
る

人
が
増
え
て
い
っ
た
。
近
江
八
幡
の
誇

り
を
自
ら
の
手
で
取
り
戻
す
事
業
と
し

て
、共
感
の
輪
が
広
が
り
始
め
た
の
だ
。

そ
の
結
果
、
滋
賀
県
は
進
み
か
け
て
い

た
改
修
工
事
を
中
止
し
、
国
に
そ
の
予

算
を
返
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

現
在
の
八
幡
堀
は
、
以
前
の
状
況
が

信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
明
媚
さ
で
あ

る
。
風
情
あ
る
そ
の
姿
ゆ
え
に
、
テ
レ

ビ
や
映
画
の
時
代
劇
の
撮
影
場
所
と
し

て
頻
繁
に
使
わ
れ
、
大
勢
の
観
光
客
が

日
々
訪
れ
て
い
る
。

　

実
は
近
江
八
幡
市
は
、
〇
四
年
に
施

行
さ
れ
た
国
の
景
観
法
に
基
づ
き
、
最

初
に
景
観
計
画
を
策
定
し
た
自
治
体

だ
。
守
る
べ
き
美
し
い
景
色
は
、
大
き

く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
八
幡
堀
を
要
と

し
て
旧
家
が
続
く
街
中
と
、
水
郷
や
豊

か
な
田
園
風
景
が
広
が
る
郊
外
の
エ
リ

ア
だ
。

　

水
郷
も
、
埋
め
立
て
て
整
備
す
る
話

が
持
ち
上
が
っ
て
い
た
が
、
こ
ち
ら
も

景
観
は
保
た
れ
、
今
や
葦よ

し
が
茂
る
な
か

を
小
舟
で
行
く
水
郷
め
ぐ
り
も
近
江
八

幡
観
光
の
目
玉
の
ひ
と
つ
に
。

　

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
創
業
以

来
、
近
江
牛
の
販
売
や
飲
食
店
を
手
が

け
る
「
毛も

り

し

ま

利
志
満
」
を
営
み
、
現
在
は

近
江
八
幡
観
光
物
産
協
会
の
会
長
を
務

め
る
森
嶋
篤と

く

雄お

氏
が
語
る
。

　
「
こ
の
ま
ち
へ
の
観
光
入
込
客
数
は
、

八幡堀沿いは、観光客のみならず地元の人にとっ
ても癒やしを与えてくれる散歩道。町家を利用し
たカフェなど、若い世代の注目も集めている。

近江八幡観光物産協会会長を務める森嶋篤雄氏。
協会の事務局が置かれている登録有形文化財の「白
雲館」を背にして。

すだれの材料ともなる、葦が生い茂る水郷地域。この地
域の葦は上質で、かつて織田信長に献上されたことも。
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数
年
前
か
ら
年
間
二
五
〇
万
人
か
ら

三
〇
〇
万
人
に
飛
躍
的
に
増
加
し
ま
し

た
が
、
単
純
に
は
喜
ん
で
は
い
ら
れ
ま

せ
ん
。観
光
客
の
満
足
度
を
考
え
た
ら
、

む
や
み
に
人
数
を
増
や
そ
う
と
は
思
い

ま
せ
ん
。
ま
ち
の
受
け
入
れ
態
勢
を
超

え
て
大
勢
の
お
客
さ
ん
が
来
た
ら
ど
う

な
る
か
。
行
っ
た
け
ど
大
変
だ
っ
た
、

車
は
混
ん
で
い
る
し
、
停
め
る
と
こ
ろ

は
な
い
し
、
見
る
と
こ
ろ
も
見
な
い
で

疲
れ
て
帰
っ
て
き
た
わ
、
と
な
り
ま
す

ね
。
だ
か
ら
、
近
江
八
幡
の
魅
力
を
十

分
に
感
じ
て
も
ら
い
、ま
た
来
た
い
な
、

と
思
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
腹
八
分

目
が
肝
心
な
ん
で
す
」

　

大
が
か
り
な
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
、
巷

ち
ま
た

で
人
気
の
ゆ
る
キ
ャ
ラ
、
Ｂ
級
グ
ル
メ

を
創
り
出
す
打
ち
上
げ
花
火
の
よ
う
な

ア
イ
デ
ア
は
、
観
光
関
連
の
話
し
合
い

の
場
が
あ
っ
て
も
自
然
と
流
さ
れ
る
。

景
色
と
調
和
し
な
い
派
手
な
看
板
も
近

江
八
幡
で
は
見
か
け
な
い
。

　
「
仕
掛
け
で
宣
伝
す
る
の
で
は
な
く
、

あ
る
も
の
を
少
し
磨
か
せ
て
い
た
だ
い

て
、
皆
さ
ま
の
目
に
つ
く
よ
う
に
し
よ

う
と
。
い
い
も
の
を
つ
く
っ
て
い
れ
ば

や
が
て
信
用
が
生
ま
れ
る
は
ず
。
消

費
す
る
よ
う
な
観
光
対
策
で
は
な
く
、

今
だ
け
良
け
れ
ば
い
い
の
で
も
な
く
、

先
々
ま
で
市
民
に
も
観
光
客
に
も
愛
さ

れ
る
ま
ち
で
あ
り
た
い
ん
で
す
」

人
任
せ
に
し
な
い 

ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て

　

そ
ん
な
近
江
八
幡
流
を
具
現
化
し
た

の
が
、
創
業
一
八
七
二
年
の
和
菓
子
舗

「
た
ね
や
」
だ
。
駅
か
ら
離
れ
た
旧
市

街
に
建
つ
日ひ

む

れ
牟
禮

八は
ち
ま
ん
ぐ
う

幡
宮
境け

い
だ
い内

に
、

飲
食
、
カ
フ
ェ
も

兼
ね
た
「
近
江
八

幡
日
牟
禮
ヴ
ィ

レ
ッ
ジ
」
を
オ
ー

プ
ン
し
た
の
は
、

〇
三
年
の
こ
と
。

か
つ
て
こ
の
地
に

暮
ら
し
た
、
建
築

家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
メ
レ
ル
・
ヴ
ォ
ー
リ

ズ
（
注
）
が
設
計
し
た
邸
宅
も
利
用
し

た
試
み
だ
。

　

た
ね
や
四
代
目
を
継
い
だ
山
本
昌ま

さ

仁ひ
と

氏
が
語
っ
て
く
れ
た
そ
の
背
景
は
、
な

る
ほ
ど
と
思
わ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。

　
「
駅
の
よ
う
な
近
代
的
な
も
の
は
、

い
つ
か
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
で

も
、
お
宮
さ
ん
は
、
絶
対
に
揺
る
ぎ
な

い
と
い
う
考
え
で
し
た
」

　

日
牟
禮
八
幡
宮
は
正
月
と
も
な
れ
ば

賑
わ
う
が
、
そ
の
頃
は
ふ
だ
ん
、
界か

い
わ
い隈

の
人
通
り
が
多
か
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、「
な
ん
で
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
」
と

の
声
も
聞
こ
え
た
そ
う
だ
。
実
際
、
し

ば
ら
く
は
苦
労
が
続
い
た
が
、「
た
ね

や
」
の
お
い
し
さ
と
知
名
度
が
あ
が
る

に
つ
れ
客
足
は
伸
び
、洋
菓
子
部
門（
ク

ラ
ブ
ハ
リ
エ
）
の
バ
ー
ム
ク
ー
ヘ
ン
の

人
気
も
相
ま
っ
て
、
現
在
で
は
県
内
外

か
ら
年
間
六
〇
万
人
も
の
客
が
こ
の
店

を
訪
れ
る
。

　

山
本
氏
は
、
ま
ち
づ
く
り
に
も
積

極
的
に
関
わ
っ
て
お
り
、
一
三
年
に

は
「（
株
）
ま
っ
せ
」
を
立
ち
上
げ
た
。

一
〇
年
に
旧
近
江
八
幡
市
と
旧
安
土
町

と
が
合
併
し
た
が
、「
ま
っ
せ
」
で
は

双
方
を
結
ぶ
自
転
車
ル
ー
ト
を
設
け
、

観
光
客
の
散
策
範
囲
を
広
げ
よ
う
と
い

う
プ
ラ
ン
実
現
に
動
い
て
い
る
。
企
業

形
態
に
し
た
こ
と
で
、
物
事
が
ス
ム
ー

ズ
に
決
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　
「
補
助
金
だ
け
に
頼
っ
て
い
た
ら
、

が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し

か
も
、
な
に
か
あ
れ
ば
行
政
の
責
任
、

政
治
の
責
任
に
な
る
。
で
も
、
選
ん
で

い
る
の
は
わ
れ
わ
れ
な
の
だ
か
ら
、
自

分
の
こ
と
と
し
て
考
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
人
任
せ
に
し
な
い
ま
ち

づ
く
り
。
こ
れ
か
ら
絶
対
に
重
要
に

な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
」　

　
「
ま
っ
せ
」
の
取
り
組
み
の
ひ
と
つ

近江八幡地域の底力

近江八幡で育った以上は、次世代の子どもが住
みたいと思うまちにしたいという「たねや」社長、
山本昌仁氏。「まっせ」の代表として、新しいま
ちづくりにも取り組んでいる。

古くから近江商人の信仰を集めてきた「日牟禮八幡宮」。古木が生い茂る境内には、
どっしりとした拝殿や本殿が静かにたたずんでいる。

（注）米国生まれ。明治後期に来日し、近江八幡を拠点に活動。
数多くの西洋建築を設計したほか、近江兄弟社、ヴォーリズ
記念病院などを創立した。
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に
、古
い
民
家
の
再
利
用
を
目
指
す「
町

家
バ
ン
ク
」
が
あ
る
。
住
人
が
い
な

い
、
実
質
空
き
家
状
態
の
古
い
町
家
は

約
五
〇
軒
。そ
れ
を
登
録
し
て
も
ら
い
、

建
物
の
保
存
の
た
め
に
も
、
他
県
を
ふ

く
め
て
広
く
借
り
る
人
を
募
る
と
い
う

シ
ス
テ
ム
だ
。

　

事
務
局
を
預
か
る
田
口
真
太
郎
氏
に

よ
れ
ば
、「
近
隣
景
観
形
成
協
定
地
区
」

に
指
定
さ
れ
る
と
自
治
体
や
国
か
ら
多

少
な
り
と
も
補
助
が
受
け
ら
れ
る
も
の

の
、
瓦
ひ
と
つ
に
し
て
も
受
注
生
産
と

な
る
だ
け
に
、
そ
の
維
持
は
大
変
な
の

だ
と
い
う
。
加
え
て
不
動
産
は
権
利
問

題
が
複
雑
な
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
バ
ン
ク

を
運
営
し
て
い
く
上
で
の
支
障
や
課
題

は
少
な
く
な
い
。
町
家
の
住
民
が
、
次

第
に
高
齢
化
し
て
き
て
い
る
の
も
否
め

な
い
。

　

と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
六
軒
の
契
約

が
成
立
し
、
う
ち
四
軒
は
カ
フ
ェ
や

べ
ー
カ
リ
ー
と
い
っ
た
洒し

ゃ
れ落
た
店
舗

に
。
若
い
世
代
が
ま
ち
に
新
風
を
吹
き

込
ん
だ
。
さ
ら
に
は
町
家
を
巡
る
イ
ベ

ン
ト
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
影
響
も
と

も
な
い
、
地
元
の
人
た
ち
の
な
か
で
旧

市
街
や
町
家
の
認
知
が
高
ま
っ
た
と
、

田
口
氏
は
手
応
え
を
感
じ
て
い
る
。

地
域
の
絆
を 

再
び
取
り
戻
す
た
め
に

　

そ
ん
な
田
口
氏
は
、
実
は
茨
城
県
の

新
興
住
宅
地
で
生
ま
れ
育
っ
た
。
滋
賀

県
の
大
学
で
都
市
計
画
を
学
ん
だ
こ
と

か
ら
近
江
八
幡
と
縁
が
生
ま
れ
、
卒
業

後
に
移
り
住
ん
だ
。
町
家
暮
ら
し
も
体

験
。
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
大
変
さ
を
実
感

し
た
と
同
時
に
、
一
度
心
が
通
じ
合
え

ば
、
家
や
庭
の
手
入
れ
に
近
所
の
人
々

が
尽
力
し
て
く
れ
る
と
、
身
を
も
っ
て

知
っ
た
と
い
う
。

　
「
清
掃
活
動
や
お
祭
り
ま
で
、
地
元

の
人
に
と
っ
て
は
参
加
す
る
の
が
当
た

り
前
な
ん
で
す
よ
ね
。
で
も
僕
ら
の
世

代
で
は
、
言
わ
れ
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な

い
人
も
い
る
。
そ
の
橋
渡
し
に
な
ら
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
と
に
町
家
の

保
存
と
お
祭
り
と
い
う
の
は
、
密
接
に

つ
な
が
る
も
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
」

　
「
ま
っ
せ
」
の
取
締
役
の
ひ
と
り
で

あ
り
、
近
江
八
幡
商
工
会
議
所
会
頭
の

秋
村
田た

つ

お
津
夫
氏
も
ま
た
、
祭
り
の
重
要

性
を
訴
え
る
。

　

近
江
八
幡
市
に
は
江
戸
時
代
か
ら
続

く
「
左さ

ぎ義
長ち

ょ
うま

つ
り
」、
応
神
天
皇
の

日
牟
禮
八
幡
宮
へ
の
参
拝
に
由
来
す
る

と
も
い
わ
れ
る
「
八
幡
ま
つ
り
」
と
い

う
、
い
ず
れ
も
国
の
無
形
民
俗
文
化
財

に
選
択
さ
れ
た
火
祭
り
が
継
が
れ
て
き

た
が
、
若
い
世
代
の
流
出
に
よ
り
、
そ

の
文
化
が
廃
れ
つ
つ
あ
る
地
域
も
見
ら

れ
る
。

　
「
祭
り
が
あ
る
と
集
落
が
か
た
ま
る
。

気
持
ち
を
ひ
と
つ
に
し
て
く
れ
る
ん
で

す
。
そ
の
た
め
に
も
保
存
会
を
立
ち
上

げ
た
い
ん
で
す
」

　

実
は
旧
近
江
八
幡
市
と
旧
安
土
町
、

双
方
の
地
域
で
共
通
す
る
祭
り
の
か
け

声
が
、「
ま
わ
せ
」と
い
う
意
味
の「
ま
っ

せ
」
な
の
だ
と
、
秋
村
さ
ん
は
話
す
。

「
左
義
長
ま
つ
り
の
ル
ー
ツ
は
織
田
信

長
時
代
の
安
土
に
あ
り
ま
す
。
そ
の

山だ

し車
を
引
き
回
す
と
き
の
か
け
声
が
、

『
ま
っ
せ
』
な
ん
で
す
」

　

祭
り
は
集
落
の
み
な
ら
ず
、
二
つ
の

地
域
の
心
を
つ
な
げ
る
大
切
な
キ
ー

ワ
ー
ド
に
な
り
そ
う
だ
。

　

ま
た
、
商
工
会
議
所
で
は
伝
統
野
菜

「
北き

た
之の

庄し
ょ
う
菜な

」
の
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。
江
戸
時
代
末

期
か
ら
昭
和
三
十
年
代
に
か
け
て
、
農

家
が
漬
物
用
に
栽
培
し
て
い
た
野
菜

「町家バンク」の要を担う田口真太
郎氏。町家暮らしに憧れる人は全国
でも少なくないが、新しい住人が近
江八幡の伝統や文化にほれ込むこと
こそが大切だと話す。

三
月
の
「
左
義
長
ま
つ
り
」（
左
）、四
月
の
「
八
幡
ま
つ
り
」（
上
）
と
、

春
は
近
江
八
幡
が
賑
わ
う
季
節
。
ま
つ
り
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な

く
、
松
明
や
山
車
を
作
る
作
業
を
介
し
て
住
民
の
心
が
つ
な
が
る
。
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は
、食
生
活
の
変
化
に
と
も
な
い
、い
っ

た
ん
姿
を
消
し
た
が
、
偶
然
に
種
が
発

見
さ
れ
て
復
活
。
給
食
で
の
利
用
や
、

加
工
品
と
し
て
商
品
化
さ
れ
、
そ
の
存

在
価
値
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

ま
た
「
た
ね
や
」
で
は
、
今
秋
、
豊

か
な
自
然
が
残
る
郊
外
に「
ラ・コ
リ
ー

ナ
近
江
八
幡
」
と
い
う
新
し
い
施
設
を

オ
ー
プ
ン
さ
せ
る
予
定
だ
。
菓
子
の
販

売
の
み
な
ら
ず
、
山さ

ん
野や

草そ
う
の
農
園
や
菜

園
な
ど
も
設
け
ら
れ
、
子
ど
も
た
ち
の

農
業
体
験
も
行
わ
れ
る
計
画
。

　

近
江
八
幡
の
個
性
や
魅
力
を
未
来
に

伝
え
る
た
め
の
、
い
わ
ば
種
ま
き
が
少

し
ず
つ
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と

を
思
い
な
が
ら
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ

ド
を
務
め
て
五
年
目
に
な
る
と
い
う
平

松
清
廣
氏
と
と
も
に
、
旧
市
街
を
あ
ら

た
め
て
ゆ
っ
く
り
と
歩
い
て
み
る
。

　

町
家
に
は
表
札
が
か
か
り
、
軒
先
に

は
手
入
れ
が
な
さ
れ
た
植
木
鉢
が
並

ぶ
。
テ
ー
マ
パ
ー
ク
的
に
創
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
住
民
た
ち
が
こ
こ
で
生

活
し
つ
つ
、
昔
な
が
ら
の
景
色
を
今
も

紡つ
む
い
で
い
る
の
だ
。

　

ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
語
る
平
松
氏
の

案
内
は
巧
み
な
が
ら
、
も
と
も
と
は
ふ

つ
う
の
会
社
員
だ
っ
た
と
い
う
。

「
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
協
会
主

催
の
『
近
江
八
幡
ふ
る
さ
と
観
光
塾
』

が
き
っ
か
け
で
す
。
自
分
が
住
ん
で
い

る
近
く
に
、
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い

景
色
が
残
っ
て
い
る
と
知
っ
て
感
動
し

た
。
自
分
で
も
そ
れ
を
広
め
ら
れ
た
ら

い
い
な
と
」

　

現
在
、
五
四
名
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
が
、

観
光
客
の
案
内
役
を
務

め
る
が
、
そ
の
多
く
は

近
江
八
幡
に
魅
せ
ら
れ

た
移
住
者
な
の
だ
そ
う

だ
。

　

移
住
者
の
動
向
で
注

目
し
た
い
の
は
、
駅
近

く
の
利
便
性
の
高
い
住
宅
地
で
は
な

く
、
自
然
が
残
る
郊
外
が
選
ば
れ
る
こ

と
だ
ろ
う
。
京
都
ま
で
三
〇
分
、
大
阪

は
一
時
間
と
い
う
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
が

ら
美
し
い
景
色
が
広
が
り
、
場
所
に

よ
っ
て
は
家
の
窓
か
ら
琵
琶
湖
が
望
め

る
。

　
「
景
観
」、
近
江
八
幡
観
光
物
産
協
会

の
森
嶋
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
い
い

も
の
」
を
守
る
選
択
を
し
た
近
江
八
幡

は
、図
ら
ず
も
人
を
呼
び
寄
せ
て
い
る
。

　

森
嶋
氏
は
ま
た
、
こ
ん
な
話
も
し
て

く
れ
た
。

　
「
こ
の
ま
ち
の
商
家
に
は
、
共
通
す

る
姿
勢
が
あ
り
ま
し
て
ね
、
ひ
と
つ
は

商
売
を
し
た
ら
店
を
つ
ぶ
し
て
は
な
ら

ぬ
と
い
う
も
の
。
も
う
ひ
と
つ
が
、
皆

さ
ん
の
お
か
げ
で
商
売
さ
せ
て
も
ら
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
」

近江八幡地域の底力

絶滅したと思われていた北之庄菜は、10 年ほど前に地元農家の
マッチ箱から種が発見され、再び栽培が始まった。

琵琶湖東南岸にある最大の内湖「西
にし

の湖
こ

」もまた、かつて
の水郷の景色を残す近江八幡の宝のひとつ。2008 年には
琵琶湖の「ラムサール条約湿地登録エリア」に追加された。

　

道
で
知
人
と
会
え
ば
、「
こ
ん
に
ち

は
、
ど
う
で
す
か
。
気き

ば張
っ
て
は
り
ま

す
か
」と
挨
拶
す
る
。そ
れ
に
対
し
、「
お

か
げ
さ
ん
で
」
と
返
す
の
が
近
江
八
幡

の
習
わ
し
だ
。

　
「
こ
の
地
の
考
え
方
と
文
化
が
守
ら

れ
て
い
れ
ば
、
永
久
に
安
泰
だ
と
思
い

ま
す
。
社
会
に
ど
ん
な
変
化
が
起
き
て

も
耐
え
て
い
け
る
」

　

秀
次
が
城
を
築
い
た
八
幡
山
を
仰
ぎ

見
な
が
ら
、
冨
士
谷
市
長
の
言
葉
を
思

い
出
し
た
。

　

商
い
の
才
覚
や
背
後
に
あ
る
歴
史

は
、
一
朝
一
夕
で
積
み
上
げ
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
「
三
方
よ

し
」
の
気
配
り
を
は
じ
め
、
こ
の
地
に

根
づ
い
た
精
神
が
町
並
み
に
宿
り
、
輝

き
を
放
つ
。
今
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は

大
切
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。

「
若
手
が
活
動
し
や
す
い
環
境
を
整
え
る
の
が
自
分
の
役
目
」
と
語
る
近
江
八

幡
商
工
会
議
所
の
秋
村
田
津
夫
会
頭
。
生
物
の
も
つ
優
れ
た
機
能
を
工
学
に

応
用
す
る
バ
イ
オ
ミ
メ
テ
ィ
ク
ス
を
近
江
八
幡
で
育
て
る
活
動
に
も
取
り
組

ん
で
い
る
。


