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■問
長
浜
図
書
館(�☎�
６
３
ー
２
１
２
２)

湖
北
野
鳥
セ
ン
タ
ー
開
館
30
周
年
を
記
念
し
、
30
年
を

と
も
に
過
ご
し
た
「
山
本
山
の
オ
オ
ワ
シ
」
を
特
集
し
た
観

察
会
と
講
演
会
を
行
い
ま
す
。

【
と
　
き
】
12
月
16
日(

日) 

※
雨
天
決
行

〇
第
１
部
　
９
時
〜
11
時
30
分(

８
時
30
分
受
付)

観
察
会
「
山
本
山
の
オ
オ
ワ
シ
に
会
い
に
行
こ
う
！
」

【
と
こ
ろ
】
湖
北
野
鳥
セ
ン
タ
ー
か
ら
山
本
山
山
麓

【
内
　
容
】

山
本
山
の
オ
オ
ワ
シ
の
生
態
な
ど
の
説
明
を
聞
き
な
が
ら

現
地
で
観
察
し
ま
す
。

【
参
加
費
】
入
館
料
大
人
２
０
０
円
、
市
内
小
中
学
生
無
料

〇
第
２
部
　
13
時
30
分
〜
15
時
30
分( 

12
時
30
分
受
付)

講
演
会
「
オ
オ
ワ
シ
の
生
態
と
保
護
の
現
状
」

【
と
こ
ろ
】
湖
北
文
化
ホ
ー
ル(

湖
北
町
速
水)

【
内
　
容
】

ロ
シ
ア
で
子
育
て
を
す
る
オ
オ
ワ
シ
の
様
子
や
、
北
海
道

で
の
保
護
活
動
を
講
演
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
講
　
師
】

猛
禽
類

も
う
き
ん
る
い

医
学
研
究
所
副
代
表
渡
邊

わ
た
な
べ

有
希
子

ゆ

き

こ

氏

【
参
加
費
】
無
料

※
観
察
会
、
講
演
会
と
も
に
申
込
不
要
で
す
。

毎
月
第
３
日
曜
日
は

「
け
や
き
っ
子
読
書
の
日
」
で
す

■問
市
立
長
浜
病
院(�☎�
６
８
ー
２
３
０
０)

外
来
診
察
の
受
付
方
法
な
ど
が

変
わ
り
ま
す

市
立
長
浜
病
院
で
は
、
電
子
カ
ル
テ
を
利
用
し
た
診
療
を

行
っ
て
お
り
、
１
月
１
日(

火)

に
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
の

入
れ
替
え
を
行
い
ま
す
。

新
し
い
電
子
カ
ル
テ
で
は
、
外
来
診
察
の
受
付
方
法
や
各

診
療
科
で
の
呼
出
方
法
な
ど
の
運
用
の
変
更
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
電
子
カ
ル
テ
の
入
れ
替
え
お
よ
び
外
来
運
用
の
変
更

に
よ
り
、
待
ち
時
間
等
が
長
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご

利
用
の
皆
さ
ん
に
は
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
ご
理
解

と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

詳
し
く
は
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
主
な
変
更
点(

１
月
４
日
以
降)

〇
受
付
後
、
発
行
さ
れ
る
受
付
票
に
受
付
番
号
を
印
字
し
ま

す
。
診
察
中
は
な
く
さ
な
い
よ
う
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
診
療
科
前
で
の
呼
出
は
、
受
付
番
号
で
の
呼
出
に
な
り
ま

す
。(

検
査
等
で
の
呼
出
は
従
来
ど
お
り
名
前
で
お
呼
び

し
ま
す)

※
電
子
カ
ル
テ
入
れ
替
え
作
業
期
間
中( 

12
月
31
日(

月)

〜
１

月
１
日(

火)

午
前
０
時)

は
、
救
急
外
来
に
お
け
る
診
療
電

子
カ
ル
テ
が
使
用
で
き
な
い
た
め
、
通
常
よ
り
診
療
時
間

が
長
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
が
、
園
や
学
校
、
図
書
館
は
も
ち
ろ
ん
、
家

庭
で
も
本
に
親
し
み
、
読
書
を
通
じ
て
家
族
が
ふ
れ
あ
う
き

っ
か
け
づ
く
り
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
、
市
で
は
、
毎
月
第

３
日
曜
日
を
「
け
や
き
っ
子
読
書
の
日
」
と
し
て
い
ま
す
。

一
冊
の
本
を
家
族
で
読
み
あ
っ
た
り
、
お
気
に
入
り
の
本

を
す
す
め
あ
っ
た
り･･･

子
ど
も
も
大
人
も
一
緒
に
本
に
親

し
め
る
日
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

「
け
や
き
っ
子
」
と
は

市
の
木
「
け
や
き
」
の
よ

う
に
、
読
書
を
通
じ
て
の
び

の
び
と
豊
か
に
生
き
る
長
浜

の
子
ど
も
た
ち
の
こ
と
を
い

い
ま
す
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
読
書
啓
発
ポ
ス
タ
ー

「
つ
な
ご
う

子
ど
も
と
本
・
の
ば
そ
う

け
や
き
っ
子
」

を
テ
ー
マ
に
、
市
内
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
募
集
し
た
作
品
の

中
か
ら
最
優
秀
賞
に
選
ば
れ
た
作
品
で
す
。

市
立
図
書
館
は
も
ち
ろ
ん
、
市
内
各
所
に
掲
示
し
て
い
ま

す
。

■問
湖
北
野
鳥
セ
ン
タ
ー(�☎�
７
９
ー
１
２
８
９)

湖
北
野
鳥
セ
ン
タ
ー
開
館
30
周
年

記
念
観
察
会
・
講
演
会
を
開
催
し
ま
す

こ
の
度
、
重
要
文
化
財
か

ら
国
宝
に
昇
格
し
た
菅
浦
文

書
は
１
，
２
８
１
通
の
文
書

と
、
掛
軸
と
し
て
伝
来
し
た

菅
浦
絵
図(

菅
浦

す
が
う
ら

与と

大
浦

お
お
う
ら

下
し
も
の

庄
堺

し
ょ
う
さ
か
い

絵
図

え

ず)

一
幅
か
ら
な
っ

て
い
ま
す
。
西
浅
井
町
菅
浦

の
自
治
会
に
中
世
以
来
伝
来

し
た
も
の
で
、
現
在
は
彦
根

市
の
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
に

寄
託
さ
れ
て
い
ま
す
。
時
代
は
鎌
倉
時
代

か
ら
江
戸
時
代
に
及
び
、
昭
和
51
年
に
国

の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
市
内
６
件
目
の
国
宝
誕
生
と
な
り
ま

し
た
。

文
書
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
は
菅
浦
の

歴
史
を
反
映
し
、
中
世
の
領
主
で
あ
っ
た

比
叡
山
や
竹
生
島
、
さ
ら
に
は
戦
国
大
名

浅
井
氏
の
統
治
に
関
わ
る
史
料
な
ど
多
岐

に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

特
に
「
惣
」
と
呼
ば
れ
た
中
世
の
村
落

共
同
体
の
具
体
相
を
伝
え
た
日
本
の
「
中

世
村
落
文
書
」
の
代
表
と
し
て
、
教
科
書

で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
村
落
文

書
と
し
て
は
、
明
確
な
証
拠
の
も
と
に
罪

人
の
裁
判
を
す
る
よ
う
に
取
り
決
め
た
村

の
掟
書

お
き
て
が
き

や
、
村
内
唯
一
の
田
地
で
あ
る
日ひ

指さ
し

・
諸
河

も
ろ
か
わ

の
地
を
め
ぐ
る
、
隣
村
と
の
堺

さ
か
い

相そ
う

論ろ
ん

を
、
住
民
自
身
が
記
録
し
た
「
合
戦

記
」
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

菅
浦
絵
図
は
鎌
倉
か
ら
南
北
朝
時
代
に

か
け
て
、
隣
村
と
の
堺
相
論
に
関
し
て
制

作
さ
れ
た
も
の
で
、
竹
生
島
領
で
あ
っ
た

菅
浦
の
領
域
や
、
竹
生
島
の
伽が

藍ら
ん

や
景
観

を
よ
く
描
写
し
て
い
ま
す
。
全
国
で
２
０

０
枚
弱
あ
る
中
世
庄
園

し
ょ
う
え
ん

絵
図
の
中
で
、
五

指
に
は
入
る
ほ
ど
有
名
な
作
品
で
す
。
国

宝
に
な
っ
た
こ
と
を
機
に
、
さ
ら
に
菅
浦

文
書
や
菅
浦
絵
図
の
価
値
を
、
全
国
に
Ｐ

Ｒ
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

す　が　　　　　う　ら も　ん　　　　　じ　ょ

▲菅浦惣庄地下置文(須賀神社蔵)
(滋賀大学経済学部附属史料館寄託)

▲菅浦与大浦下庄堺絵図(須賀神社蔵)
(滋賀大学経済学部附属史料館寄託)

お
祝
い
の
言
葉

長
浜
市
長
　
藤
井
　
勇
治

菅
浦
文
書
が
国
宝
へ
指
定
さ
れ
た
こ
と
は
私

た
ち
長
浜
市
民
に
と
っ
て
、
大
変
光
栄
な
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

県
内
で
52
年
ぶ
り
、
市
内
で
は
64
年
ぶ
り

と
な
る
こ
の
度
の
国
宝
指
定
は
、
長
浜
市
民

に
と
っ
て
大
き
な
喜
び
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
庶
民
が
残
し
た
村
落

文
書
が
国
の
宝
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
日
本
初
の
画
期
的
な
出
来
事

で
あ
り
、
大
き
な
誇
り
で
す
。

遺
産
を
守
り
つ
い
で
き
た
先
人
た
ち
に
感
謝
し
、
ま
ち
づ
く
り
の
資

源
と
し
て
活
用
し
て
ま
い
り
ま
す
。

ご
あ
い
さ
つ

菅
浦
自
治
会

こ
の
度
、
菅
浦
文
書
が
正
式
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
、
あ
ら
た
め
て
地

元
自
治
会
と
し
て
大
変
名
誉
な
こ
と
で
あ
り
、
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
先

人
た
ち
が
、
こ
こ
菅
浦
に
「
惣そ

う

」
と
い
う

自
治
組
織
を
築
き
、
菅
浦
文
書
を
残
さ
れ

た
。
私
た
ち
は
こ
の
大
切
な
歴
史
遺
産
を

継
承
し
、
後
世
に
伝
え
て
い
く
。
そ
の
重

責
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ
ま

す
。高

齢
化
が
進
み
「
限
界
集
落
」
と
い
わ

れ
て
い
る
菅
浦
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
地

域
を
活
性
化
し
、
後
世
に
引
き
継
い
で
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。


