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フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

秋
の
夜
長
に
音
楽
を
楽
し
む

　
悠
久
の
丘
お
月
見
コ
ン
サ
ー
ト

東
近
江
市
で

は
、
仲
川
恭き

ょ
う
み未

さ
ん
を
14
人
目

の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し

て
委
嘱
し
ま
し
た
。

　

地
域
の
皆
さ
ん
が
健
康
で

住
み
よ
い
と
実
感
で
き
る
ま

ち
づ
く
り
に
寄
与
で
き
る
よ

う
「
健
康
」
を
テ
ー
マ
と
し

て
10
月
１
日
か
ら
湖
東
地
区

で
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

９
月
24
日
に
市
役
所
で

行
っ
た
委
嘱
式
で
は
小
椋
市

長
が
仲
川
さ
ん
に
委
嘱
状
を

手
渡
し
、「
健
康
と
い
う
テ
ー

マ
を
主
軸
に
置
き
な
が
ら
、
地

域
資
源
の
活
用
や
地
域
課
題

の
解
決
に
も
広
く
取
り
組
み
、

地
域
の
新
し
い
風
と
な
っ
て

ほ
し
い
」
と
期
待
を
込
め
ま

し
た
。

　

仲
川
さ
ん
は
、「
東
近
江
市

の
自
然
と
共
生
し
た
暮
ら
し
に

ひ
か
れ
て
、
協
力
隊
へ
の
応
募

を
決
め
ま
し
た
。
介
護
や
心
理

学
、
食
、
整
体
な
ど
に
関
わ
っ

て
き
た
私
の
経
験
を
生
か
し
、

地
域
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
活
動

し
て
い
き
た
い
」
と
意
気
込
み

を
話
し
ま
し
た
。

14
人
目
の
協
力
隊
に
仲
川
さ
ん

仲川さん（左）と小椋市長
ぶらっと五個荘まちあるきでお会い
しました

あづきさん（左）と、あんさん

9
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9
24

①歴史ある町並みをパ
レードする「近江商人時
代絵巻」の行列　
②ステージ会場では「て
んびん太鼓郷音」による
太鼓の演奏が行われる
③④社寺仏閣や近江商
人屋敷で公開された芸術
作品などを楽しむ

①

④

職
人
の
技
を
体
感
　
奥
永
源
寺 
匠
の
祭

10
13

9
21

　

悠
久
の
丘
お

月
見
コ
ン
サ
ー
ト

が
、
蒲
生
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

で
開
催
さ
れ
、
市
内
外
か
ら
大

勢
の
来
場
者
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

　

蒲
生
地
区
に
あ
る
史
跡
公
園

悠
久
の
丘
あ
か
ね
古
墳
公
園

は
、
木
村
古
墳
群
が
平
成
２
年

に
滋
賀
県
指
定
史
跡
に
指
定
さ

れ
た
の
を
契
機
に
復
元
整
備
さ

れ
た
公
園
で
す
。

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
木
村
古

墳
群
の
魅
力
を
発
信
す
る
た
め

に
、
毎
年
悠
久
の
丘
あ
か
ね
古

墳
公
園
を
舞
台
と
し
て
開
催
さ

れ
て
い
る
も
の
で
す
。今
年
は
、

悪
天
候
の
た
め
、
蒲
生
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　

ホ
ー
ル
で
は
、
秋
夜
の
悠
久

の
丘
あ
か
ね
古
墳
公
園
を
イ

メ
ー
ジ
し
て
飾
ら
れ
た
ス
テ
ー

ジ
上
で
、
和
太
鼓
創
作
ユ
ニ
ッ

ト
の
「
鼓こ

な
ん娚

」
に
よ
る
力
強
い

太
鼓
の
演
奏
や
コ
コ
ナ
ッ
ツ
・

ク
ラ
ッ
シ
ュ
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

に
よ
る
ジ
ャ
ズ
の
演
奏
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
来
場
者
は
、

演
奏
に
合
わ
せ
て
手
拍
子

を
す
る
な
ど
、
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
を
楽
し
み
ま
し

た
。

　

来
場
し
た
椎
葉
彰
さ
ん

は
、「
小
学
生
の
子
ど
も

が
太
鼓
を
習
っ
て
い
る
の

で
、
鼓
娚
さ
ん
の
演
奏

を
目
当
て
に
来
場
し
ま
し

た
。
力
強
い
演
奏
を
満
喫

で
き
ま
し
た
。
古
墳
公
園

を
模
し
た
ス
テ
ー
ジ
も
よ

い
雰
囲
気
で
し
た
」
と
満

足
気
で
し
た
。

歴史が感じられるステージ上でのパフォーマンス

明
治
・
大
正
時
代
へ
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ

　
　
ぶ
ら
っ
と
五
個
荘
ま
ち
あ
る
き

　

江
戸
時
代
の
後
期
か
ら
昭
和

の
初
め
に
か
け
て
全
国
各
地
で

活
躍
し
た
近
江
商
人
の
偉
業
を

伝
え
る
イ
ベ
ン
ト
「
ぶ
ら
っ
と

五
個
荘
ま
ち
あ
る
き
」
が
、
近

江
商
人
屋
敷
が
残
る
五
個
荘
金

堂
地
区
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
近
江
商
人
時
代
絵
巻
行
列
」

で
は
、
チ
ン
ド
ン
が
奏
で
る
軽

快
な
リ
ズ
ム
に
導
か
れ
、
近
江

商
人
の
旅
姿
や
、
は
か
ま
姿
の

女
学
生
、
商
家
の
娘
な
ど
に
ふ

ん
し
た
約
90
人
の
行
列
が
、
白

壁
や
舟
板
塀
の
蔵
屋
敷
が
連
な

る
町
並
み
を
練
り
歩
き
ま
し

た
。

　

ま
た
、
商
家
に
伝
わ
る
家
宝

や
現
代
作
家
の
ア
ー
ト
な
ど
を

近
江
商
人
屋
敷
や
社
寺
仏
閣
で

公
開
す
る
「
ぶ
ら
り
ま
ち
か
ど

美
術
館
・
博
物
館
」
も
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
今
年
、
初
公
開
と

な
る
旧
中
江
勝
治
郎
邸
で
は
、

人
気
画
家
の
「
近
江
」
を
テ
ー

マ
に
し
た
作
品
も
展
示
さ
れ
、

参
加
者
は
作
品
の
鑑
賞
と
あ
わ

せ
て
、
邸
内
を
ゆ
っ
た
り
見
学

し
、
近
江
商
人
の
暮
ら
し
に
思

い
を
は
せ
ま
し
た
。

　

市
内
か
ら
来
場
し
た
小
暮
富

美
子
さ
ん
は
、「
地
元
に
あ
る

素
晴
ら
し
い
歴
史
と
文
化
に
改

め
て
気
付
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
屋
敷
や
近
江
商
人
の
文
化

を
後
世
に
も
つ
な
い
で
ほ
し

い
」
と
話
し
ま
し
た
。

②③

④
①木地師の高橋力
男さんから足踏み
轆轤の使い方を習
う来場者
②③④会場には多
彩な作品が並ぶ。
来場者は、作品を
間近で見たり、職
人に質問をしたりし
て匠の技に触れる

　

木
地
師
文
化
発

祥
の
地
で
あ
る
奥

永
源
寺
地
域
に
あ

る
筒
井
神
社（
蛭
谷
町
）周
辺
で
、

「
奥
永
源
寺
匠
の
祭
」
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
木
地
師
と
は
轆ろ

く
ろ轤

で
木
か
ら
椀
や
盆
な
ど
を
つ
く

る
職
人
で
す
。
平
安
時
代
初
期
、

惟こ
れ
た
か喬
親
王
が
轆
轤
技
術
を
こ
の

地
域
に
伝
え
た
こ
と
が
始
ま
り

と
さ
れ
、
今
年
５
月
に
は
、「
木

地
師
文
化
発
祥
の
地 

東
近
江
市

小
椋
谷
」
と
し
て
林
業
遺
産
の

認
定
も
受
け
ま
し
た
。

　

こ
の
祭
で
は
、
木
地
師
の
ほ

か
陶
芸
や
ガ
ラ
ス
工
芸
な
ど

の
作
家
や
職
人
の
皆
さ
ん
32

人
が
集
ま
り
作
品
の
展
示
販

売
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
高
橋

力
男
さ
ん
に
よ
る
足
踏
み
轆

轤
の
体
験
会
も
行
わ
れ
、
来

場
者
は
秋
晴
れ
の
一
日
に
匠

の
技
を
体
感
し
ま
し
た
。

　

足
踏
み
轆
轤
を
体
験
し
た

辰
巳
雅
之
さ
ん
は
、「
少
し
の

力
加
減
で
木
の
削
れ
方
が
変

わ
り
ま
し
た
。
職
人
の
技
術

の
一
端
に
触
れ
ら
れ
大
変
満

足
で
す
」
と
話
し
ま
し
た
。

①

④ ②

③


