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小
椋　
市
民
の
皆
さ
ん
、明
け
ま
し
て

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
昨
年
は

大
変
な
一
年
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
が
、
こ
う
し
て
新
年
を

迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
心
か

ら
う
れ
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ど

う
ぞ
今
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

濱
中　
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
が
平
和
で
皆

さ
ま
に
と
り
ま
し
て
、
す
ば
ら
し
い

一
年
で
あ
り
ま
す
こ
と
を
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。

一
年
を
振
り
返
っ
て

―
昨
年
は
日
本
の
社
会
全
体
が
転

換
期
と
い
う
一
年
で
し
た
が
、
振
り

返
っ
て
い
か
が
で
し
た
か
。―

小
椋　
昨
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
対
策

と
、
そ
の
感
染
症
が
も
た
ら
す
経
済

対
策
に
追
わ
れ
た
大
変
な
一
年
で
し

た
。
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ

り
、
ク
ラ
ス
タ
ー
を
含
め
て
多
く
の

人
が
感
染
す
る
と
い
う
事
態
は
避
け

ら
れ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
日
本
人
に
と
っ
て
の
幸

せ
や
豊
か
さ
と
は
、
お
金
持
ち
に
な

る
こ
と
、
あ
る
い
は
利
便
性
の
高
い

都
会
に
住
む
こ
と
と
い
う
の
が
一
つ

の
価
値
感
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今

回
の
コ
ロ
ナ
禍
は
、
そ
の
よ
う
な
価

値
観
を
大
き
く
変
え
た
一
つ
の
転
機

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

濱
中
　一
に
も
二
に
も
コ
ロ
ナ
対
応

で
し
た
。
春
に
は
桜
の
咲
く
前
か
ら

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
後
ま
で
の
約

１
カ
月
半
ほ
ど
、
参
拝
を
停
止
し
ま

し
た
。紅
葉
の
時
期
に
は
、好
評
だ
っ

た
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
も
中
止
し
ま
し
た
。

　

残
念
な
一
方
で
、
そ
れ
に
よ
り
時

間
の
余
裕
が
で
き
、
庭
園
や
境
内
地

の
整
備
や
清
掃
に
力
を
入
れ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
特
に
、
仁
王
門
の

金
剛
像
と
力
士
像
は
、
現
在
、
解
体

修
理
に
出
し
て
い
ま
す
。

　

来
年
は
聖
徳
太
子
が
亡
く
な
ら
れ

て
１
４
０
０
年
を
迎
え
、
そ
の
関
連
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令
和
３
年
、
新
し
い
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　
鈴
鹿
の
山
々
か
ら
琵
琶
湖
ま
で
広
が
る
東
近
江
市
。

本
市
は
、
多
様
な
自
然
の
上
に
万
葉
の
時
代
か
ら
連
綿

と
続
く
悠
久
の
歴
史
を
誇
り
ま
す
。

　
市
内
に
は
、
国
史
跡
や
重
要
文
化
財
を
は
じ
め
と
し

て
、
県
・
市
の
文
化
財
指
定
を
受
け
た
社
寺
な
ど
が
数

多
く
所
在
し
、
豊
か
で
奥
深
い
歴
史
・
文
化
を
実
感
で

き
る
素
晴
ら
し
い
地
域
資
源
が
至
る
所
に
あ
り
ま
す
。

　
本
市
が
有
す
る
歴
史
・
文
化
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
、
誇
り
や
愛
着
の
持
て
る
東
近
江
市
を
築
い

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
そ
こ
で
今
回
は
、
釈し

ゃ

迦か

山ざ
ん

百
済
寺
（
百
済
寺
町
）
を

訪
問
し
、
濱
中
亮
明
住
職
を
ゲ
ス
ト
に
、
小
椋
市
長
と

対
談
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。【
撮
影
日
：
令
和
２
年

12
月
２
日
】

新 春
対 談

歴
史
文
化
の
魅
力
発
見

〜
原
石
に
磨
き
を
か
け
て
、

未
来
へ
の
継
承
〜

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
行
う

予
定
で
す
。
そ
の
際
に
は
、
仁
王
門

の
２
体
の
像
も
美
し
く
よ
み
が
え
っ

た
姿
で
出
迎
え
て
く
れ
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
と
も
ご
利
益
を
感
じ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

百
済
寺
の
魅
力
や
見
ど
こ
ろ

―
百
済
寺
の
魅
力
や
見
ど
こ
ろ
に

つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。―

濱
中

　百
済
寺
は
、
１
４
０
０
年
以

上
の
長
い
歴
史
が
あ
り
、
県
内
で
は

最
古
級
の
お
寺
で
す
。
山
号
は
釈
迦

山
と
言
い
、
お
釈
迦
様
の
釈
迦
が
付

い
て
い
ま
す
。
寺
号（
寺
の
名
前
）は

百ひ
ゃ
く

済さ
い

で
、
朝
鮮
半
島
の
百く

だ
ら済
を
意
味

し
て
い
ま
す
。
仏
教
が
日
本
に
到
達

し
て
く
る
ま
で
に
は
、
イ
ン
ド
か
ら

中
国
、
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
の
北
部

（
特
に
百
済
）を
経
由
し
て
き
ま
し
た
。

ま
さ
に
釈
迦
山
百
済
寺
は
、
仏
教
が

日
本
に
到
達
す
る
「
記
念
碑
的
な
存

在
」
な
ん
で
す
。

小
椋　

私
に
と
っ
て
は
宝
物
で
す
。

こ
こ
を
誇
り
に
思
う
魅
力
は
、
秘
仏

と
し
て
安
置
さ
れ
て
い
る
立
ち
木
の

ま
ま
刻
ん
だ
十
一
面
観
音
（
植
木
観

音
）
や
庭
園
の
ほ
か
四
季
折
々
の
景

色
の
す
ば
ら
し
さ
で
あ
り
、
こ
の
釈

迦
山
百
済
寺
か
ら
見
る
湖
東
平
野
か

ら
琵
琶
湖
ま
で
続
く
景
色
で
す
。
偶

然
に
も
沈
む
夕
日
が
も
の
す
ご
く
き百済寺から湖東平野を望む
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を
昨
年
設
立
し
て
お
り
、
こ
れ
を
核

と
し
て
事
業
を
始
め
て
い
き
ま
す
。

　

歴
史
・
文
化
資
産
と
い
う
の
は
、

磨
き
を
か
け
て
活
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
も
の

と
考
え
て
い
ま
す
。「
東
近
江
市
は

す
ご
い
と
こ
ろ
が
い
っ
ぱ
い
だ
ね
。

行
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
判
断
基
準

に
も
な
る
の
で
、
本
市
が
誇
る
資
産

が
重
要
文
化
財
や
国
宝
に
指
定
さ
れ

る
よ
う
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

濱
中　
実
は
、百
済
寺
に
は「
百
済
寺

樽
」と
い
う
清
酒
が
あ
り
ま
す
。百
済

寺
は
、
畿
内
の
銘
酒
を
造
る
四
大
清

酒
発
祥
地
の
一
つ
な
ん
で
す
が
、
途

絶
え
埋
も
れ
て
い
た
こ
の
歴
史
に
光

を
当
て
、
復
活
さ
せ
た
の
は
市
民
の

皆
さ
ん
で
す
。
そ
う
い
う
例
も
あ

り
、
現
在
あ
る
文
化
財
を
単
に
現
状

レ
ベ
ル
で
と
ど
め
て
お
く
の
で
は
な

く
、
磨
き
上
げ
て
ま
ず
は
市
の
文
化

財
に
、
さ
ら
に
県
や
国
の
指
定
文
化

財
へ
と
つ
な
げ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
多
く
の
文

化
財
が
あ
る
地
域
は
自
信
と
誇
り
が

あ
り
ま
す
。
東
近
江
市
民
に
と
っ
て

心
の
財
産
に
な
る
わ
け
で
す
。

◆　

◆　

◆

―
市
政
に
期
待
す
る
こ
と
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。―

濱
中　
東
近
江
市
に
は
、
未
指
定
文

化
財
や
眠
れ
る
価
値
あ
る
文
化
財
が

あ
ち
こ
ち
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
ら
を
指
定
化
の
方
向
へ
も
っ
て

い
っ
て
い
た
だ
け
る

こ
と
に
非
常
に
心
強

く
感
じ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
来
年
聖
徳

太
子
が
亡
く
な
ら
れ

て
か
ら
１
４
０
０
年

を
記
念
し
た
各
種
の

イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ

ま
す
が
、
そ
れ
を
成

功
に
導
く
た
め
に

は
、
市
民
の
皆
さ
ん

の
ご
協
力
と
ご
理
解

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

文
化
と
教
育
が
キ
ー
ワ
ー
ド

―
市
民
の
皆
さ
ん
へ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。―

小
椋
　こ
れ
か
ら
は
文
化
と
教
育
が

非
常
に
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ

て
く
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
文
化
と

は
、
ま
さ
に
歴
史
や
芸
術
と
い
っ
た

も
の
に
通
じ
る
わ
け
で
す
が
、
ク
オ

リ
テ
ィ
の
高
い
ま
ち
を
つ
く
る
た
め

に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
要
因

で
す
。
一
方
、
教
育
と
は
、
学
校
教

育
だ
け
で
は
な
く
て
広
い
意
味
で
の

生
涯
学
習
で
す
。
ス
ポ
ー
ツ
か
ら
趣

味
の
世
界
ま
で
幅
広
く
教
育
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
を
見
据
え
、
こ

の
東
近
江
市
の
す
ば
ら
し
い
場
所
や

環
境
、
暮
ら
し
を
さ
ら
に
Ｐ
Ｒ
し
、

日
本
中
の
人
に
「
東
近
江
っ
て
す
ご

く
い
い
ね
」
と
言
わ
れ
る
ま
ち
を
つ

く
る
た
め
の
要
素
と
し
て
、
文
化
と

教
育
を
施
策
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
と

し
て
更
に
ま
ち
の
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
を

高
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
も
市
政
発
展
の
た
め
、
努
め

て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご

理
解
と
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

れ
い
な
と
き
に
来
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
と
て
も
美
し
く
涙
が
出
る
ほ

ど
感
動
し
た
も
の
で
し
た
。

東
近
江
市
の
歴
史
・
文
化
の
活
用

―
東
京
一
極
集
中
が
疑
問
視
さ
れ
、

地
方
の
豊
か
な
自
然
や
歴
史
・
文
化

の
価
値
が
再
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
市
が
誇
る
「
歴
史
・
文
化
」
に
つ

い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。―

小
椋　

東
近
江
市
に
は
、
鈴
鹿
の

源
流
か
ら
琵
琶
湖
ま
で
広
が
る
森
、

里
、
川
、
湖
と
い
う
豊
か
で
多
様
な

自
然
、
そ
の
上
で
営
ま
れ
る
さ
ま
ざ

ま
な
暮
ら
し
、
さ
ら
に
は
１
０
０
０

年
を
超
え
る
歴
史
文
化
が
各
地
に
数

多
く
存
在
し
て
い
ま
す
。
東
近
江
市

は
、
そ
う
い
っ
た
日
本
の
す
べ
て
の

エ
キ
ス
が
凝
縮
し
た
地
域
で
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
雄
大
で

多
様
性
の
あ
る
自
然
、
あ
る
い
は
深

い
歴
史
や
文
化
、
伝
統
、
そ
う
い
っ

た
も
の
は
莫
大
な
お
金
を
か
け
て
も

作
れ
な
い
し
、
買
え
な
い
ん
で
す
。

ま
さ
に
東
近
江
市
だ
け
が
持
て
る
宝

物
な
の
で
す
。
ま
ず
は
足
元
に
あ
る

す
ば
ら
し
い
宝
物
を
、
市
民
の
皆
さ

ん
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

濱
中　
歴
史
や
文
化
と
い
う
も
の
は
、

自
然
や
風
土
が
か
な
り
支
配
す
る
ん

で
す
ね
。
学
生
の
頃
に
先
生
か
ら
滋

賀
県
は
特
異
な
気
候
だ
と
教
わ
り
ま

し
た
。
東
海
気
候
、
瀬
戸
内
気
候
、

北
陸
気
候
の
３
つ
が
重
な
り
合
う
と

こ
ろ
が
湖
東
か
ら
こ
の
東
近
江
一
帯

な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
風
土
の
と
こ

ろ
で
は
、
必
ず
独
特
の
文
化
や
歴
史

が
形
成
さ
れ
、
風
俗
も
特
異
な
も
の

が
で
き
て
き
ま
す
。
そ
の
代
表
的
な

も
の
を
近
江
の
歴
史
舞
台
で
捉
え
る

と
、
織
田
信
長
が
顔
を
出
し
ま
す
。

　
「
地
上
の
天
国
」
と
称
さ
れ
た
こ

の
百
済
寺
を
焼
き
討
ち
し
た
織
田
信

長
は
、
尾
張
の
清
州
を
拠
点
と
し
て

い
ま
し
た
が
、
あ
そ
こ
ほ
ど
危
険
な

場
所
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、
安

心
安
全
を
求
め
て
探
し
た
安
楽
浄

土
の
地
に
、安
楽
の「
安
」と
浄
土
の

「
土
」
の
２
文
字
を
と
っ
て
「
安
土
」

と
名
付
け
た
ん
で
す
。
信
長
の
選
ん

だ
こ
の
東
近
江
一
体
を
我
々
の
財
産

と
し
て
、
こ
の
地

域
を
再
び
立
派
な

政
治
経
済
、
文
化

の
中
心
に
も
っ
て

い
け
れ
ば
と
思

っ
て
い
ま
す
。
聖

徳
太
子
や
信
長
に

次
ぐ
第
３
の
ス
ー

パ
ー
ス
タ
ー
の
よ

う
な
人
が
現
れ
る

の
を
待
ち
遠
し
く
、

今
後
見
つ
め
て
い

け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

聖
徳
太
子
を
地
域
資
源
と
し

て
全
国
に
発
信

―
東
近
江
市
と
聖
徳
太
子
の
ゆ
か
り
、

今
後
の
具
体
的
な
発
信
方
法
に
つ
い

て
教
え
て
く
だ
さ
い
。―

小
椋
　聖
徳
太
子
の
伝
説
や
信
仰
は

全
国
各
地
に
あ
り
ま
す
が
、
東
近
江

地
域
に
は
１
０
０
余
り
の
聖
徳
太
子

ゆ
か
り
の
寺
社
が
集
中
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ

の
縁
を
地
域
の
貴
重
な
資
源
と
し
て

い
か
に
活
用
し
て
い
く
べ
き
か
、
来

年
の
薨こ

う
き
ょ去
１
４
０
０
年
を
記
念
し
た

観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
一
つ
の
ま

ち
が
単
独
で
は
で
き
な
い
た
め
、
広

域
で
の
観
光
振
興
が
重
要
で
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
２
市
２
町
（
東
近
江

市
、近
江
八
幡
市
、日
野
町
、竜
王
町
）

と
聖
徳
太
子
に
ゆ
か
り
の
あ
る
寺

社
、
観
光
協
会
、
さ
ら
に
商
工
団
体

も
交
え
て
、「
聖
徳
太
子
１
４
０
０
年

悠
久
の
近
江
魅
力
再
発
見
委
員
会
」

聖徳太子1400年悠久の近江魅力再発見委員
会の発足式（左から、小椋市長、小西近江八
幡市長、堀江日野町長、西田竜王町長）

444年ぶりに銘酒「百済寺樽」の復活に
取り組んだ、地域おこし協力隊（当時）
の藤田彩夏さんたち

市神神社（八日市本町）に
ある聖徳太子像

新春対談の様子は、
東近江スマイルネットで放送します。（15分番組）
◆１月１日㈷ 7：30、13：00、18：00
   １月２日㈯10：30、15：30、20：30
   １月３日㈰ 7：30、13：00、18：00
※１月４日㈪～10日㈰も放送します。
※ 詳しい放送予定は、東近江スマイルネット
の番組表をご覧ください。
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