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彦根城内に関連する絵札（13枚）

彦根城周辺に関連する絵札（3枚）
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ろ
MAP❶ B-4 彦根城内かるた

は
MAP❶ D-2 彦根城内かるた

に
西
に
湖　
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に
鈴
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の
金
亀
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MAP❶ D-2 彦根城内かるた

遠方から見た彦根城（別名：金亀城）

地
の
利
を
生
か
し
た
「
金
亀
城
」

ち
ち
ょ
う
な
め
が　
古
さ
を
語
る　
太
鼓
門

ふ
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た
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MAP❶ C-3 彦根城内かるた

彦根城天守へと登る途中にある太鼓門櫓

彦
根
城
最
後
の
門
「
太
鼓
門
」

ろ
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さ
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落
し
橋
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お
と　
　
　

ば
し

彦根城の防衛の要である廊下橋を下から見た様子

守
り
の
要
、国
宝
「
ろ
う
か
橋
」

春
の
城　

梅
と
桜
の　

香
に
に
お
う

は
る　

  　

し
ろ　
　
　

う
め　

 　

さ
く
ら　
　
　
　
　

 

か

満開の桜と彦根城。毎年多くの人が花見に訪れる。

圧
巻
の
美
し
さ
「
桜
咲
く
彦
根
城
」

琵
琶
湖
の
東
岸
に
位
置
し
、北
東
部
に
鈴
鹿
山

系
の
山
並
み
が
連
な
る
彦
根
。彦
根
は
そ
の
よ
う

な
琵
琶
湖
と
鈴
鹿
の
山
並
み
に
近
い
陸
路
と
湖

上
交
通
の
接
点
で
、交
通
だ
け
で
な
く
、政
治
・
軍

事
上
の
要
で
し
た
。そ
ん
な
地
の
利
を
生
か
し

て
彦
根
城
は
築
城
さ
れ
ま
し
た
。金
亀
城
と
は

彦
根
城
の
別
名
で
す
。金
亀
城
の
名
の
由
来
は
、

彦
根
城
が
築
城
さ
れ
る
前
、彦
根
山
上
に
あ
っ
た

寺
に
金
色
の
亀
に
乗
っ
た
観
音
像
が

あ
っ
た
こ
と
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

国
宝
の
一
つ
で
あ
る
彦
根
城
。本
丸
に
た
ど
り
つ

く
に
は
、ろ
う
か
橋
を
渡
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。ろ
う
か
橋
と
は
、屋
根
と
両
側
に
壁
を
備
え
、

中
の
動
き
が
見
え
な
い
橋
の
こ
と
で
す
。脚
を
外

せ
ば
落
ち
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
お
り
、防
衛
の
要

で
し
た
。渡
っ
た
先
に
は
天
秤
櫓
が
あ
り
、突
破

す
る
の
は
至
難
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。橋
の
下
は
大

堀
切
と
な
っ
て
お
り
、西
の
丸
の
大
堀
切
と
と
も

に
彦
根
城
の
す
ぐ
れ
た
防
御
性
を
象
徴

す
る
場
所
の
一
つ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

滋
賀
県
の
観
光
名
所
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
彦

根
城
。近
江
佐
和
山
藩
二
代
藩
主
の
井
伊
直
継
と
彦

根
藩
二
代
藩
主
の
直
孝
に
よ
っ
て
築
城
さ
れ
、日
本
で

有
数
の
名
城
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。春
が
訪
れ
る
と

天
守
周
辺
に
約
千
百
本
も
の
桜
が
咲
き
こ
ぼ
れ
ま
す
。

水
辺
に
咲
く
桜
が
堀
に
映
り
込
ん
だ
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン

は
素
晴
ら
し
い
景
観
で
、そ
の
圧
巻
の
美
し
さ
は
訪
れ

る
人
々
の
感
動
を
誘
い
ま
す
。桜
の
開
花
期
間
中
は
夜

桜
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
が
行
わ
れ
、春
の
彦
根

城
を
代
表
す
る
絶
景
の
一
つ
で
す
。

国
の
重
要
文
化
財
に
登
録
さ
れ
て
い
る
、太
鼓
門

櫓
。彦
根
城
の
本
丸
へ
と
続
く
最
後
の
門
で
す
。櫓

内
に
は
、太
鼓
が
設
置
さ
れ
、時
を
知
ら
せ
る
、家
臣

に
情
報
を
伝
え
る
な
ど
の
発
信
源
と
し
て
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。ち
ょ
う
な
め
と
は
、

手
斧
で
け
ず
っ
た
跡
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。か
つ
て

は
彦
根
寺
の
山
門
を
移
築
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、昭
和
三
十
一（
一
九
五
六
）年
か
ら
行
わ
れ
た

解
体
修
理
時
の
調
査
で
他
の
城
の
城
門

を
移
築
し
た
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
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MAP❶ D-3 彦根城内かるた

着見台から見た天守。街を一望することもできる。

彦
根
を
一
望
で
き
る
「
着
見
台
」

り
り
り
し
さ
を　

き
た
え
育
て
た　

弘
道
館

そ
だ　
　
　
　
　
　
　

こ
う 

ど
う 

か
ん

彦根城内かるた

現在は移築された弘道館 (現金亀会館) の様子

藩
士
教
育
の
要
だ
っ
た「
弘
道
館
」
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MAP❶ B-3 彦根城内かるた

彦根城天守閣へと登る途中にある時報鐘

太
鼓
丸
か
ら
鳴
り
響
く「
時
報
鐘
」

MAP❶ D-1
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MAP❶ F-3 彦根城内かるた

玄宮園から見た景色。正に名画のようである。

名
勝
の
一
つ「
玄
宮
園
」

彦
根
城
で
最
も
眺
望
が
良
い
場
所
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
の
が
着
見
台
で
す
。本
丸
の
東
端
に
突
き

出
た
一
画
に
あ
り
ま
す
。着
見
台
か
ら
は
様
々
な
彦

根
の
名
所
を
見
る
こ
と
が
で
き
、例
え
ば
、昭
和
二

十
六（
一
九
五
一
）年
に
名
勝
に
指
定
さ
れ
た
玄
宮
園

や
天
正
十
九（
一
五
九
一
）年
頃
か
ら
石
田
三
成
が
居

城
し
て
い
た
と
さ
れ
る
佐
和
山
城
の
跡
地
が
あ
る

佐
和
山
な
ど
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、天
気
が
い
い
日

に
は
琵
琶
湖
や
彦
根
の
街
を
一
望
で
き
、

長
浜
市
や
竹
生
島
な
ど
も
見
え
ま
す
。

か
つ
て
彦
根
藩
校
の
稽
古
館
が
あ
り
ま
し
た
。天
保

元（
一
八
三
〇
）年
、十
四
代
藩
主
の
井
伊
直
亮
が
稽

古
館
の
名
称
を「
弘
道
館
」と
改
め
ま
し
た
。「
弘
道

館
」に
は
講
堂
の
ほ
か
に
、剣
術
な
ど
を
習
う
施
設
や

諸
学
を
学
ぶ
学
寮
が
あ
り
、敷
地
約
七
千
八
百
平
方

メ
ー
ト
ル
、建
坪
約
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
に
お
よ

ぶ
大
規
模
な
も
の
で
し
た
。十
五
代
藩
主
の
井
伊
直

弼
は
弘
道
館
教
育
を
重
視
し
、藩
士
教
育
の
要
と
な

り
ま
し
た
。現
在
は
移
築
さ
れ
、金
亀
会
館

と
し
て
現
在
の
中
央
町
に
あ
り
ま
す
。

彦
根
城
に
登
る
途
中
に
、本
丸
下
の
太
鼓
丸
か
ら
毎

日
決
ま
っ
た
時
間
に
鐘
が
鳴
り
ま
す
。こ
の
鐘
は
朝

か
ら
三
時
間
お
き
に
、一
日
五
回
鳴
り
ま
す
。こ
の
風

習
は
江
戸
時
代
か
ら
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て

い
ま
す
。そ
し
て
、こ
の
鐘
の
音
は
環
境
省
の「
日
本

の
音
風
景
百
選
」に
も
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。も
と

も
と
築
城
当
時
は
鐘
の
丸
と
い
わ
れ
る
太
鼓
丸
よ

り
低
い
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、よ
り
遠
く
ま
で
時
を
伝
え
る
た
め

に
現
在
の
場
所
に
移
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

玄
宮
園
は
、江
戸
時
代
に「
槻
之
御
庭
」
と
呼
ば
れ

て
い
た
も
の
で
、延
宝
五（
一
六
七
七
）年
に
四
代
藩

主
の
井
伊
直
興
に
よ
り
造
営
が
開
始
さ
れ
、延
宝
七

（
一
六
七
九
）年
に
完
成
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。玄
宮
園
と
い
う
名
前
は
古
代
中
国
の
宮
廷
に

よ
っ
て
命
名
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。玄
宮

園
は
大
池
泉
回
遊
式
と
呼
ば
れ
る
構
造
の
庭
園
で

す
。こ
の
池
泉
回
遊
式
と
い
う
の
は
江
戸
時
代
に
発

達
し
た
様
式
で
、池
の
周
り
を
一
周
し
な

が
ら
庭
園
を
鑑
賞
す
る
仕
組
み
で
す
。
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彦根城内かるた

長い間彦根城を支えてきた、現在の彦根城の石垣

地
震
に
強
い
彦
根
城
の
石
垣

ゆ
雪
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し
き　

佐
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聞
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し
さ
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MAP❶ C-6 彦根城内かるた

佐和口を囲むように築かれている佐和口多聞櫓

重
要
文
化
財
「
佐
和
口
多
聞
櫓
」

し
城
内
に　

の
こ
る
馬
屋
の　

こ
け
ら
ぶ
き

じ
ょ
う
な
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

う
ま　

や

彦根城内かるた

国の重要文化財に指定された彦根城馬屋の様子

め
ず
ら
し
い
彦
根
城
の
馬
屋

MAP❶ C-5

え
絵
姿
に　

四
季
の
花
咲
く　

彦
根
屏
風
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が
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き　
　
　

は
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う  

ぶ

MAP❶ C-4 彦根城内かるた

彦根城博物館にある、四季を描かれた彦根屏風

国
宝
の
一
つ「
彦
根
屏
風
」

MAP❶ C-3

「
い
ろ
は
松
」に
沿
っ
た
登
城
道
の
正
面
に
佐
和
口

が
あ
り
、そ
の
桝
形
を
囲
む
よ
う
に
築
か
れ
て
い

る
の
が
佐
和
口
多
聞
櫓
で
す
。佐
和
口
は
南
の
京

橋
口
、西
の
船
町
口
、北
の
長
橋
口
と
と
も
に
中
濠

に
開
く
四
つ
の
門
の
一
つ
。表
門
に
通
じ
る
入
口
と

し
て
、大
手
の
京
橋
口
と
と
も
に
彦
根
城
の
重
要

な
城
門
の
一
つ
で
し
た
。重
要
文
化
財
と
な
っ
て
い

る
佐
和
口
多
聞
櫓
は
、佐
和
口
に
向
か
っ
て
左
翼
に

伸
び
て
お
り
、そ
の
端
に
二
階
二
重
の
櫓

が
建
ち
、多
聞
櫓
に
連
接
し
て
い
ま
す
。

彦
根
城
の
天
守
閣
を
支
え
る
石
垣
は
一
度
も
崩
れ
る
こ

と
な
く
四
百
年
以
上
の
間
も
何
度
か
の
地
震
に
耐
え
、

天
守
閣
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。石
垣
が
崩
れ
な
か
っ
た

理
由
の
一
つ
と
し
て
、石
垣
の
構
造
に
ご
ぼ
う
積
み
と

い
う
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
し
た
。ご
ぼ
う
積
み
は
、表
面
に
見
え
る

石
の
内
側
に
ご
ぼ
う
の
よ
う
に
長
い
大
き
な
直
方
体

の
石
を
積
み
上
げ
る
と
い
う
方
法
で
す
。石
同
士
の
接

地
面
が
多
く
な
る
の
で
地
震
で
揺
れ
て
も

崩
れ
に
く
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

彦
根
屏
風
は
江
戸
時
代
初
期
に
作
成
さ
れ
た
風
俗

画
と
さ
れ
て
お
り
、彦
根
藩
主
の
井
伊
家
に
伝
え
ら

れ
た
た
め
、彦
根
屏
風
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。昭
和
三

十（
一
九
五
五
）年
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
、国
宝
の
指

定
名
称
は「
紙
本
金
地
著
色
風
俗
図
」で
す
。描
か
れ

た
舞
台
は
京
都
六
条
柳
町
の
遊
里
と
い
わ
れ
て
お

り
、各
人
物
の
姿
や
細
部
の
細
か
さ
な
ど
か
ら
計
算

さ
れ
つ
く
し
た
完
成
度
の
高
い
構
図
と
な
っ
て
い
ま

す
。現
在
は
彦
根
市
が
所
蔵
し
て
お
り
、彦

根
城
博
物
館
に
て
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

彦
根
城
の
二
の
丸
、表
門
の
前
に
あ
る
馬
屋
。こ
の
馬

屋
は
、全
国
の
城
内
に
残
る
藩
主
の
馬
屋
と
し
て
ほ

か
に
例
が
な
く
、国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
。L
字
形
を
し
て
い
る
こ
の
馬
屋
は
、馬
立
場

と
馬
繋
場
の
数
が
二
十
一
あ
り
、二
十
一
頭
も
の
馬
を

収
容
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
す
。規
模
は
異
な

り
ま
す
が
、表
門
橋
か
ら
大
手
橋
ま
で
の「
二
段
の
石

垣（
半
土
居
式
石
垣
と
も
い
う
）」は
、江
戸
城
、彦
根

城
、会
津
若
松
城
、上
田
城
の
他
に
は
あ
ま

り
例
が
な
い
様
式
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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MAP❶ B-3 彦根城内かるた

大手門と表門からの道が合流する要に築かれた櫓

天
秤
に
よ
く
似
た
「
天
秤
櫓
」

い
い
ろ
は
松　
土
佐
の
産
湯
を
あ
び
て
く
る

ま
つ　
　
　

と　

 

さ　
　
　

う
ぶ　

ゆ

MAP❶ C-6 彦根城周辺かるた

佐和口多聞櫓へと向かう通りの松並木の様子

四
十
七
が
由
来
の
「
い
ろ
は
松
」

を
あ
ふ
み
の
海　
磯
う
つ
波
の
幾
度
か　
御
代
に
心
を
く
だ
き
ぬ
る
か
な

お  

う　
　
　
　

み　

い
そ　
　
　

な
み　

い
く
た
び　
　
　

み 
よ　

  

こ
こ
ろ

彦根城周辺かるた

いろは松のそばに建つ井伊直弼の歌碑

清
凉
寺
に
納
め
た
直
弼
の
歌

MAP❶ D-7

う
MAP❶ E-7 彦根城周辺かるた

埋
れ
木
の
舎
に　
偉
人
の　
あ
と
し
の
ぶ

う
も　
　
　

 

ぎ　
　
　
　

や　
　
　
　
　

い　

じ
ん

第15代藩主井伊直弼が若き日々を過ごした屋敷

直
弼
が
十
五
年
過
ご
し
た「
埋
木
舎
」

十
五
代
藩
主
の
井
伊
直
弼
は
十
七
歳
か
ら
三
十
二
歳

ま
で
、三
の
丸
尾
末
町
の
屋
敷
で
過
ご
し
ま
し
た
。世

に
出
な
い
自
分
を
花
の
咲
か
な
い
埋
も
れ
木
に
例

え
、「
世
の
中
を
よ
そ
に
見
つ
つ
も
埋
木
の
埋
も
れ
て

お
ら
む
心
な
き
身
は
」
と
う
た
い
、屋
敷
を
「
埋
木

舎
」と
名
付
け
た
の
で
す
。そ
の
よ
う
な
生
活
の
中
で

直
弼
は
和
歌
、国
学
、国
際
情
勢
な
ど
の「
文
」
と
居

合
術
、柔
術
、武
術
な
ど
の「
武
」の
文
武
の
修
練
に

励
み
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
修
行
が
後
に
大

老
に
な
る
直
弼
の
力
と
な
っ
た
の
で
す
。

表
門
と
大
手
門
か
ら
登
っ
た
所
、堀
切（
主
に
山
城

に
用
い
ら
れ
る
防
御
の
た
め
の
土
木
建
築
物
）に
か

か
る
ろ
う
か
橋
の
前
に
あ
る
櫓
が
天
秤
櫓
で
す
。十

二
〜
三
メ
ー
ト
ル
の
石
垣
の
上
に
あ
り
、そ
の
形
が

天
秤
に
似
て
い
る
た
め
、天
秤
櫓
と
い
う
名
が
つ
き

ま
し
た
。「
井
伊
年
譜
」に「
鐘
ノ
丸
廊
下
橋
多
聞
櫓

ハ
長
浜
大
手
門
由
、但
楠
木
ニ
テ
造
」と
あ
り
、天
秤

櫓
は
秀
吉
が
羽
柴
氏
に
な
っ
た
後
、天
正
二（
一
五
七

四
）年
か
ら
築
城
を
始
め
た
長
浜
城
か
ら

移
築
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

彦
根
城
築
城
の
際
に
植
え
ら
れ
た「
い
ろ
は
松
」。二

代
目
藩
主
の
井
伊
直
孝
が
人
馬
や
車
な
ど
の
通
行
の

邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
、根
が
地
表
に
出
て
こ
な
い
土

佐
の
松
を
選
ん
だ
そ
う
で
す
。彦
根
か
る
た
で
は
そ

れ
を
産
湯
に
例
え
て
い
ま
す
。本
来
、木
は
敵
方
が
攻

め
て
く
る
際
に
隠
れ
る
こ
と
が
で
き
、鉄
砲
を
構
え

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、城
の
堀
端
に
は
木
を
植
え
な
い
の

が
築
城
の
常
識
で
し
た
。そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、な

ぜ
こ
こ
に
松
を
植
え
た
の
か
は
書
か
れ
た

も
の
も
な
く
、定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
琵
琶
湖
の
波
が
、打
ち
く
だ
け
て
は
ひ
き
、ま
た
打

ち
く
だ
け
て
は
ひ
く
こ
と
を
何
回
も
繰
り
返
し
て
い

る
よ
う
に
、世
の
た
め
に
幾
度
と
な
く
心
を
砕
い
て
き

た
。し
か
し
、わ
た
し
は
国
の
平
和
と
安
心
を
願
っ
て
、

国
政
に
全
身
全
霊
を
尽
く
し
て
き
た
の
で
悔
い
は
残

ら
な
い
」
と
い
う
十
五
代
藩
主
の
井
伊
直
弼
の
心
境

を
表
し
た
歌
で
す
。万
延
元（
一
八
六
〇
）年
一
月
、直

弼
は
狩
野
永
岳
に
自
分
の
肖
像
画
を
描
か
せ
、こ
の

歌
を
書
き
添
え
て
、井
伊
家
菩
提
寺
の
清

凉
寺
に
納
め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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ぬ
ぬ
れ
ぎ
ぬ
に　

う
ら
み
は
深
し　

皿
の
数

ふ
か　
　
　
　
　

さ
ら　
　
　
か
ず

MAP❷ E-5 彦根市北部かるた

彦根に伝わる「番町皿屋敷」の皿が残る長久寺

「
お
菊
の
皿
」
が
残
る
長
久
寺

ほ
法
界
坊　

江
戸
の
思
い
を　

鐘
に
よ
せ

ほ
う 

か
い  

ぼ
う　
　
　

え　

  

ど　
　
　

お
も　
　
　
　
　
　
　

  

か
ね

MAP❷ G-2 彦根市北部かるた

で
し
た
。法
界
坊
は
決
心
し
て
江
戸
に
出

て
、市
中
を
た
く
鉢
し
て
回
り
ま
す
。そ

の
法
界
坊
の
心
に
感
動
し
た
花
魁
の
花

扇
・
花
里
の
姉
妹
は
浄
財
集
め
の
先
頭
に

立
ち
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
努
力
が
実
を

結
び
、明
和
六（
一
七
六
九
）年
に
鐘
が
完

成
す
る
と
法
界
坊
は
台
車
に
乗
せ
、上
品

寺
ま
で
引
き
帰
り
ま
し
た
。そ
の
鐘
に
は

花
扇
、花
里
の
名
と
と
も
に
寄
進
し
た
人

の
名
が
刻
ま
れ
て
お
り
、今
も

上
品
寺
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

彦
根
市
の
近
江
鉄
道
・
鳥
居
本
駅
か
ら
米
原
の
方
へ
約
三
百
ｍ
、左
側

に
上
品
寺
が
あ
り
ま
す
。江
戸
時
代
後
期
、上
品
寺
の
住
職
と
な
っ
た

法
界
坊
が
精
進
し
て
本
堂
を
建
立
し
ま
し
た
が
、鐘
が
あ
り
ま
せ
ん

上品寺に建つ「法界坊の鐘」を
つるした鐘楼

努
力
が
実
っ
た
上
品
寺
の
鐘

と
通
り
ゆ
く　

芹
川
堤
に　

け
や
き
の
木

と
お　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

せ
り 

が
わ 

づ
つ
み　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

き

MAP❷ D-4 彦根市北部かるた

けやきが立ち並ぶ芹川沿いの様子

城
下
町
南
の
防
衛
線
「
芹
川
」

ら
羅
漢
仏　

お
も
か
げ
し
の
ぶ　

天
寧
寺

ら　

か
ん 

ぶ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
ん 

ね
い　

じ

MAP❷ F-5 彦根市北部かるた

秋には萩の花が咲き、 萩の寺とも呼ばれる天寧寺

五
百
羅
漢
像
が
あ
る
「
天
寧
寺
」

ー 14ー ー 13ー

芹
川
の
南
に
長
久
寺
が
あ
り
ま
す
。長
久
寺
に
は

「
お
菊
の
皿
」と
い
う
物
語
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

主
家
の
大
事
な
皿
を
割
っ
た
と
し
て
、ぬ
れ
ぎ
ぬ
を
き

せ
ら
れ
、愛
す
る
主
人
に
切
ら
れ
た
お
菊
。主
人
は
そ

の
亡
霊
に
悩
み
続
け
る
と
い
う
物
語
。戯
曲「
番
町
皿

屋
敷
」は
こ
の
物
語
に
由
来
し
、他
に
も
似
通
っ
た
物

語
は
あ
り
ま
す
が
、皿
が
現
存
す
る
の
は
長
久
寺
だ

け
で
す
。本
堂（
観
音
堂
）は
県
指
定
の
有
形
文
化
財

で
あ
り
、ま
た
毘
沙
門
天
立
像
や
不
動
明

王
立
像
は
市
指
定
の
有
形
文
化
財
で
す
。

多
賀
町
の
山
間
部
を
南
西
に
流
れ
る
芹
川
。か
つ
て
は

「
い
ざ
や
川
」と
呼
ば
れ
、万
葉
集
の
歌
に
も
詠
ま
れ
て

い
ま
す
。現
在
の
彦
根
市
内
の
流
路
は
、慶
長
八（
一
六

〇
三
）年
、彦
根
城
の
城
下
町
建
設
の
際
に
近
江
佐
和

山
藩
二
代
藩
主
の
井
伊
直
継
が
付
け
替
え
た
も
の
で

す
。こ
の
付
け
替
え
に
よ
っ
て
城
下
町
建
設
の
用
地
が

確
保
さ
れ
、ま
た
芹
川
は
城
下
町
の
南
の
防
衛
線
と
な

り
ま
し
た
。そ
の
後
、護
岸
の
た
め
エ
ノ
キ
や
サ
ク
ラ
な

ど
が
植
え
ら
れ
、現
在
は
地
元
市
民
に
親
し

ま
れ
て
い
る
散
歩
道
と
な
っ
て
い
ま
す
。

名
神
高
速
道
路
の
彦
根
イ
ン
タ
ー
近
く
、小
高
い
丘

に
曹
洞
宗
の
寺
院
で
あ
る
天
寧
寺
が
あ
り
ま
す
。十

一
代
藩
主
の
井
伊
直
中
が
建
設
を
行
っ
た
と
さ
れ
、

伝
承
に
よ
る
と
、腰
元
の
若
竹
を
藩
の
法
度
と
し
て

死
罪
に
処
し
た
と
こ
ろ
、間
違
い
だ
っ
た
こ
と
が
判

明
し
、追
善
供
養
の
た
め
に
建
立
し
た
そ
う
で
す
。

そ
の
よ
う
な
井
伊
家
ゆ
か
り
の
寺
院
で
、十
九
世
紀

前
半（
文
政
・
天
保
年
間
）に
京
都
の
仏
師
で
あ
る
朝

運
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
五

百
羅
漢
像
な
ど
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。



現
在
、キ
ャ
ッ
ス
ル
ロ
ー
ド
と
呼
ば
れ
る
本
町
通

り
の
中
ほ
ど
に
宗
安
寺
が
あ
り
ま
す
。彦
根
藩

初
代
藩
主
の
井
伊
直
政
の
正
室
で
あ
っ
た
東
梅

院
が
安
国
寺
を
再
興
し
た
の
が
始
ま
り
で
、も

と
も
と
は
箕
輪
城
下（
現
・
群
馬
県
高
崎
市
）に

あ
っ
た
足
利
尊
氏
、足
利
直
義
開
山
の
寺
で
し

た
が
直
政
と
と
も
に
、高
崎
城
下
、佐
和
山
城

下
、そ
し
て
彦
根
城
下
へ
と
移
っ
た
も
の
で
す
。

「
赤
門
」
と
呼
ば
れ
る
朱
塗
り
の
表
門
は
佐
和

山
城
大
手
門
を
移
築
し
た
も
の
で
、元
禄
の
大

火
で
唯
一
焼
け
残
り
、現
在
の
本
堂
は
江
戸
時

代
中
期
に
長
浜
城
付
属
御
殿
を
移
築
し
た
も

の
で
す
。徳
川
の
将
軍
が
替
わ
る
ご
と
に
祝
賀

の
た
め
朝
鮮
国
か
ら
来
朝
し
て
い
た
朝
鮮
通

信
使
は
江
戸
時
代
に
十
二
回
来
日
し
、十
回
は

江
戸
を
往
復
し
て
い
ま
す
が
、彦
根
は
い
ず
れ

の
回
に
も
宿
泊
先
と
し
て
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

宗
安
寺
は
彦
根
を
訪
れ
た
朝
鮮
通
信
使
の
宿

舎
と
な
っ
て
お
り
、朝
鮮
王
像
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
。唐
人
門
と
呼
ば
れ
る「
黒
門
」
は
、朝
鮮

通
信
使
を
も
て
な
す
た
め
に
作
ら
れ
た
そ
う

で
す
。朝
鮮
通
信
使
の
記
録
に
は
、宗
安
寺
の

屏
風
・
布
帳
・
什
物
の
華
麗
さ
は
、陸
路
通
っ
て

来
た
中
で
最
上
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

黒
門
と　

赤
門
の
こ
す　

宗
安
寺

く
ろ　

も
ん　
　
　
　
　
　
　

あ
か　

 

も
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

そ
う　

 

あ
ん　

 

じ

元禄の大火で焼け残った赤門が聳え立つ様子

彦根市北部かるた

陸
路
の
最
上
「
宗
安
寺
」

D-4
MAP❷

く

し
て
機
能
し
た
そ
う
で
す
。関
ヶ

原
合
戦
後
、井
伊
家
が
彦
根
に

入
り
佐
和
山
城
は
取
り
壊
さ
れ

ま
す
。そ
の
際
に
経
済
性
の
あ
る

百
間
橋
は
残
さ
れ
た
も
の
の
彦

根
城
下
の
整
備
で
街
道
筋
が
佐

和
山
の
南
を
通
る
こ
と
と
な
り
、

北
側
の
ル
ー
ト
は
次
第
に
寂
れ

て
い
き
ま
し
た
。で
す
が
、百
間

橋
は
昭
和
の
時
代
ま
で

残
り
ま
し
た
。

石
田
三
成
公
が
内
湖
に
架
け
た「
百
間
の
橋
」
。万
一

の
場
合
の
兵
糧
運
搬
の
便
と
し
て
、軍
略
上
の
要
と

ま
松
原
の　

内
湖
に
か
か
る　

百
間
の
橋

ま
つ 

ば
ら　
　
　
　
　

 

な
い  

こ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ひ
ゃ
っ
け
ん　
　
　

は
し

MAP❷ E-3 彦根市北部かるた

昭和の時代まで所在した百間橋の跡

兵
糧
運
搬
の
要
「
百
間
の
橋
」

さ
佐
和
山
城　

五
層
の
天
守
と　

人
は
い
う

さ　

わ　

や
ま
じ
ょ
う　
　

 

ご　

そ
う　
　
　

て
ん 
し
ゅ　
　
　
　
　

ひ
と

MAP❷ F-3 彦根市北部かるた

彦根駅の北側にある佐和山の様子

三
成
が
城
主
だ
っ
た「
佐
和
山
城
」

ー 16ー ー 15ー

佐
和
山
城
址
は
彦
根
駅
の
北
側
、佐
和
山
に
あ
り
ま

す
。交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、こ
の
場
所
を
押

さ
え
る
こ
と
で
国
の
東
西
交
通
を
掌
握
で
き
る
と
考

え
ら
れ
、佐
和
山
は
い
つ
の
時
代
で
も
戦
略
的
・
政
治
的

に
重
視
さ
れ
ま
し
た
。秀
吉
が
天
下
統
一
す
る
と
石
田

三
成
が
佐
和
山
城
主
と
な
り
ま
し
た
。三
成
は
佐
和
山

城
に
大
改
修
を
行
っ
て
、山
頂
に
五
層
の
大
天
守
を
持

つ
城
を
築
城
し
ま
し
た
。関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
、初
代
藩

主
の
井
伊
直
政
が
こ
の
地
に
封
ぜ
ら
れ
、佐

和
山
城
は
廃
城
と
な
り
ま
し
た
。



06

ゑ
ゑ
び
す
講　

に
ぎ
わ
う
街
に　

小
雪
ま
う

こ
う　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
ち　
　
　
　
　

こ　

ゆ
き

MAP❷ E-4 彦根市北部かるた

商売繁盛を願って行われる「ゑびす講」の様子

彦
根
が
に
ぎ
わ
う
「
ゑ
び
す
講
」

き
鬼
門
よ
け　

お
城
を
守
る　

弁
財
天

き　

も
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

し
ろ　
　
　

ま
も　
　
　
　
　

 

べ
ん 

ざ
い 

て
ん

MAP❷ F-2 彦根市北部かるた

彦根日光と呼ばれる権現造りの優美な本堂

彦
根
城
の
鬼
門
に
建
立「
弁
財
天
」

す
摺
針
の　

茶
屋
と
大
杉　

望
湖
堂

す
り  

は
り　
　
　
　
　

 

ち
ゃ　

や　
　
　

 

お
お 
す
ぎ　
　
　

 

ぼ
う　

こ　

ど
う

MAP❷ H-2 彦根市北部かるた

平成3（1991）年に火災により焼失した望湖堂

名
の
由
来
は
弘
法
大
師
の
歌「
望
湖
堂
」

め
め
ず
ら
し
い　

出
山
釈
迦
あ
り　

多
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の
島

し
ゅ
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さ
ん 
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MAP❷ C-1 彦根市北部かるた

島内には「出山釈迦」が存在する多景島

希
少
な
見
塔
寺
の
「
出
山
釈
迦
」

ー 18ー ー 17ー

秋
の
季
語
、「
ゑ
び
す
講
」。百
年
の
歴
史
を
も
ち
、全

国
で
商
売
繁
盛
を
願
っ
て
行
わ
れ
ま
す
。彦
根
で
は
、

十
一
月
下
旬
、銀
座
商
店
街
・
中
央
商
店
街
・
登
り
町
グ

リ
ー
ン
商
店
街
旧
城
下
町
で
、そ
れ
ぞ
れ
趣
向
を
凝

ら
し
て
「
ゑ
び
す
講
」
と
称
し
て
大
売
出
し
が
行
わ

れ
ま
す
。道
路
は
歩
行
者
天
国
と
し
て
開
か
れ
、沢
山

の
屋
台
や
バ
ザ
ー
、イ
ベ
ン
ト
が
繰
り
出
し
盛
り
上
が

り
ま
す
。か
つ
て
は「
彦
根
の
ゑ
び
す
講
は
日
本
一
」と

言
わ
れ
ま
し
た
。ぜ
ひ「
ゑ
び
す
講
」の
時

期
に
彦
根
を
訪
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

琵
琶
湖
に
あ
る
島
の
一
つ
で
あ
る
多
景
島
。島
を
眺

め
る
方
向
に
よ
っ
て
多
様
な
景
色
に
見
え
る
こ
と

か
ら
、多
景
島
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

島
内
全
域
が
見
塔
寺
の
敷
地
に
な
っ
て
お
り
、ほ
か

で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い「
出
山
釈
迦
」の
像
が
あ

り
ま
す
。仏
教
の
開
祖
で
あ
る
お
釈
迦
さ
ま
は
、六

年
間
の
苦
行
を
試
み
た
際
に
肉
体
を
さ
い
な
む
こ

と
の
無
益
さ
を
さ
と
っ
て
山
を
出
た
と
い
わ
れ
て

お
り
、「
出
山
釈
迦
」の
像
は
そ
の
様
子

を
表
現
し
た
像
だ
と
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

中
山
道
宿
場
町
の
番
場（
米
原
）か
ら
鳥
居
本
宿
に

行
く
と
摺
針
峠
が
あ
り
、そ
れ
を
登
っ
て
い
く
と

琵
琶
湖
を
一
望
で
き
る
絶
景
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
場
所
に
望
湖
堂
が
あ
り
ま
す
。弘
法
大
師（
空

海
）は
そ
こ
に
訪
れ
、「
道
は
な
ほ
学
ぶ
る
こ
と
の

難
か
ら
む
お
の
を
針
と
せ
し
人
も
こ
そ
あ
れ
」
と

い
う
歌
を
詠
み
、杉
を
植
え
た
と
い
い
ま
す
。大
き

く
伸
び
て
い
た
杉
は
現
在
残
っ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、

こ
の
歌
か
ら
峠
の
名
前
が
生
ま
れ
、今
も

そ
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

大
洞
弁
財
天（
長
寿
院
）は
、元
禄
八（
一
六
九
五
）年

に
四
代
藩
主
の
井
伊
直
興
が
、領
内
の
安
泰
と
彦
根

藩
領
内
の
か
つ
て
の
古
城
の
主
だ
っ
た
二
百
三
十
七

人
を
慰
霊
す
る
た
め
に
、日
光
東
照
宮
を
修
造
し
た

大
工
を
使
っ
て
彦
根
城
の
鬼
門
に
建
て
た
も
の
で
、

権
現
造
り
の
優
美
な
本
堂
は
彦
根
日
光
と
も
呼
ば

れ
ま
す
。こ
こ
に
参
拝
す
れ
ば
三
百
八
十
一
箇
所
に

詣
で
た
功
徳
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。権
現
造

り
の
本
殿
は
重
要
文
化
財
、他
の
御
堂
は

県
指
定
の
文
化
財
で
す
。
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MAP❸ H-4 彦根市南部かるた

中山道高宮宿の入口に位置する「無賃橋」

無
料
で
通
行
で
き
た
「
無
賃
橋
」

そ
そ
の
む
か
し　
郡
家
が
あ
っ
た　
河
瀬
の
地
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MAP❸ F-5 彦根市南部かるた

河瀬大和守秀宗が築き、居住していた甘呂城の跡

南
川
瀬
に
残
る
河
瀬
城
の
跡

わ
渡
り
き
し　
文
化
の
足
場　
荒
神（
山
）さ
ん
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MAP❸ C-3 彦根市南部かるた

滋賀県下第二の規模を誇る荒神山古墳の地図

文
化
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遺
産
「
荒
神
山
古
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」

か
笠
塚
に　

芭
蕉
を
し
の
ぶ　

明
照
寺
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MAP❸ G-1 彦根市南部かるた

南彦根駅から徒歩で20分ほどに所在する明照寺

芭
蕉
の
句
が
残
る
「
明
照
寺
」

た
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高
宮
布
は
、彦
根
市
の
高
宮
付
近
で
産
出
さ
れ
る
良

質
な
麻
織
物
で
す
。江
戸
時
代
、彦
根
藩
は
高
宮
布
を

保
護
し
、将
軍
家
へ
の
献
上
品
と
し
て
い
ま
し
た
。湖

東
地
域
で
生
産
さ
れ
た
上
質
な
麻
布
の
集
積
地
で

あ
っ
た
中
山
道
高
宮
宿
の
入
口
に
位
置
す
る
の
は「
無

賃
橋
」で
す
。正
式
名
称
は「
高
宮
橋
」で
す
が
、天
保

三（
一
八
三
三
）年
に
高
宮
宿
の
有
志
が
彦
根
藩
よ
り

高
宮
橋
株
を
買
取
り
、無
料
で
通
行
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
経
緯
か
ら「
無
賃
橋
」と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

明
照
寺
は
、浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
寺
院
で
す
。

南
彦
根
駅
か
ら
徒
歩
で
二
十
分
ほ
ど
の
場
所
に

あ
り
ま
す
。第
十
四
代
住
職
の
李
由
は
芭
蕉
に
師

事
し
た
す
ぐ
れ
た
俳
人
で
し
た
。元
禄
四（
一
六

九
一
）年
十
月
、芭
蕉
は
明
照
寺
を
訪
れ
、李
由
に

桧
笠
を
形
見
と
し
て
与
え
ま
し
た
。そ
れ
を
埋
め

て
笠
塚
と
し
た
句
碑
に
は
、芭
蕉
が
庭
園
を
鑑
賞

し
な
が
ら「
百
歳
の
気
色
を
庭
の
落
葉
か
な
」と

詠
ん
だ
句
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。笠
塚

は
今
も
明
照
寺
の
庭
園
に
あ
り
ま
す
。

郡
家
と
い
う
の
は
郡
司
と
呼
ば
れ
る
国
司
の
下

で
、各
郡
を
治
め
る
地
方
官
が
政
務
を
行
う
役
所

の
こ
と
で
す
。現
在
の
南
川
瀬
町
の
あ
た
り
は
、一

五
〇
〇
年
代
前
半
に
居
城
し
た
河
瀬
大
和
守
秀
宗

が
治
め
て
い
ま
し
た
。現
在
、こ
の
河
瀬
大
和
守
秀

宗
が
居
城
し
て
い
た
河
瀬
城
は
荒
廃
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。し
か
し
河
瀬
神
社
付
近
に
は
今
で
も
城

郭
遺
構
が
残
っ
て
お
り
、河
瀬
神
社
と
そ
の
周
囲

の
住
宅
の
周
辺
に
河
瀬
城
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

彦
根
市
の
荒
神
山
周
辺
に
は
古
墳
が
多
く
、特
に
滋

賀
県
下
第
二
の
規
模
を
誇
る
前
方
後
円
墳
の
荒
神

山
古
墳
が
あ
り
ま
す
。こ
の
遺
跡
や
そ
の
周
辺
か
ら

は
弥
生
土
器
の
破
片
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。は

る
か
昔
、若
狭
か
ら
農
耕
の
地
を
求
め
て
移
住
し
、

文
化
を
運
ん
だ
人
々
が
琵
琶
湖
を
渡
る
と
き
の
目

標
と
し
、暮
ら
し
の
場
を
広
げ
る
拠
点
と
し
た
一
つ

が
荒
神
山
だ
っ
た
そ
う
で
す
。荒
神
山
で
発
掘
さ
れ

た
多
く
の
土
器
、装
身
具
な
ど
は
周
辺
の

寺
や
学
校
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。



中
山
道
は
江
戸
時
代
に
整
備
さ
れ
た
五
街
道

の
一
つ
で
、江
戸
の
日
本
橋
と
京
都
の
三
条
大

橋
を
内
陸
経
由
で
結
ぶ
街
道
で
す
。現
在
の
都

府
県
で
は
、東
京
都
・
埼
玉
県
・
群
馬
県
・
長
野

県
・
岐
阜
県
・
滋
賀
県
・
京
都
府
に
該
当
す
る
地

域
を
通
過
し
て
い
ま
す
。南
回
り
・
太
平
洋
沿

岸
経
由
の
東
海
道
に
対
し
て
、中
山
道
は
北
回

り
・
内
陸
経
由
で
江
戸
と
京
都
を
結
び
、江
戸

か
ら
草
津
ま
で
は
お
よ
そ
百
二
十
九
里（
約
五

百
七
・
七
㎞
）、六
十
七
の
宿
場（
六
十
七
次
）が

あ
り
ま
す
。ま
た
、江
戸
か
ら
京
都
ま
で
は
お

よ
そ
百
三
十
五
里（
約
五
百
二
十
六
・
三
㎞
）で

す
。彦
根
市
内
の
鳥
居
本
は
六
十
四
次
、高
宮

は
六
十
五
次
に
当
た
り
ま
す
。鳥
居
本
か
ら
高

宮
の
間
、「
芭
蕉
の
昼
寝
塚
」
や
万
葉
集
に
登

場
す
る
鳥
籠
山
と
芹
川
な
ど
が
あ
り
、古
道
を

歩
く
に
ふ
さ
わ
し
い
歴
史
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。高
宮
宿
は
現
在
も
多
賀
大
社
へ
の

大
鳥
居
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、商
店
街
が
立
ち

並
ぶ
活
気
あ
る
町
で
、江
戸
期
栄
え
た
宿
場
町

と
し
て
の
名
残
あ
る
ウ
ダ
ツ
や
袖
壁
の
あ
る

商
家
や
民
家
が
連
な
り
を
見
せ
て
い
ま
す
。現

在
、県
内
で
は
米
原
を
基
準
と
し
て
西
は
国
道

八
号
線
、東
は
二
十
一
号
線
が
中
山
道
に
そ
っ
て

い
ま
す
。

中
山
道　

宿
場
は
高
宮
・
鳥
居
本

な
か　

せ
ん　

ど
う　
　
　

 

し
ゅ
く　

ば　
　
　
　
　

た
か　

み
や　
　
　

と
り　

 

い　
　

も
と

中山道の宿場町、鳥居本宿の現在の様子

彦根市南部かるた

江
戸
と
京
都
を
結
ぶ
中
山
道
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MAP❸ J-2 彦根市南部かるた

野田山にある「金毘羅宮」の本堂の様子

山
に
船
の
神
祀
る
「
金
毘
羅
宮
」

や
弥
生
式　

文
化
遺
跡
の　

西
今
町

や　

よ
い  

し
き　
　
　

ぶ
ん　

か　

 

い　

せ
き　
　
　
　
　

 

に
し  

い
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ち
ょ
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MAP❸ G-2 彦根市南部かるた

現在は福満公園となっている福満遺跡の様子

弥
生
時
代
か
ら
残
る
文
化
遺
跡

ー 24ー ー 23ー

彦
根
市
の
野
田
山
に
あ
る
金
毘
羅
宮
。交
通
安

全
・
学
業
成
就
・
ぼ
け
封
じ
な
ど
の
ご
利
益
の
あ

る
寺
と
し
て
、多
く
の
祈
願
者
が
参
拝
し
て
い
ま

す
。境
内
に
は
、樹
齢
千
二
百
年
を
超
え
る
三
本

杉
が
あ
り
、厳
か
な
雰
囲
気
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。古
く
か
ら
船
の
神
、海
上
安
全
の
神
を

信
仰
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、な

ぜ
琵
琶
湖
か
ら
遠
い
町
の
山
に
位
置
し
て
い
る

の
か
は
誰
も
知
り
ま
せ
ん
。知
ら
れ
て

い
な
い
歴
史
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

南
彦
根
駅
か
ら
西
の
方
に
広
が
る
地
域
に
弥
生

時
代
や
奈
良
時
代
の
住
居
や
お
寺
な
ど
の
遺
跡

が
合
計
で
九
個
も
残
っ
て
い
ま
す
。そ
の
九
個
の

遺
跡
と
い
う
の
は
福
満
遺
跡
・
品
月
戸
遺
跡
・
横

地
遺
跡
・
竹
ノ
鼻
廃
寺
・
山
之
脇
遺
跡
・
東
沼
波
遺

跡
・
堀
道
跡
・
蓮
台
寺
遺
跡
・
椿
塚
古
墳
で
す
。い

く
つ
か
の
遺
跡
は
公
園
に
な
っ
て
い
た
り
し
ま
す

が
、彦
根
と
い
う
町
が
弥
生
時
代
か
ら
続
く
歴
史

の
あ
る
街
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。ぜ
ひ
訪
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

高宮

鳥居本
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MAP❸ B-7 彦根市南部かるた

神話「稲羽の白兎」の舞台とされている稲葉神社

舞
台
は
彦
根
「
稲
羽
の
白
兎
」

み
水
攻
め
の　

歴
史
に
の
こ
る　

肥
田
城
址

み
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彦根市南部かるた

肥田町にある石碑「肥田城水攻め堤跡」の様子

日
本
初
の
水
攻
め
「
肥
田
城
」

彦
根
市
普
光
寺
町
に
あ
る
広
浜
神
社（
別
名
：

廣
濱
神
社
）に
、彦
根
市
指
定
文
化
財
の
「
塔

心
礎
」が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。普
光
寺
廃
寺
は
、

広
浜
神
社
一
帯
に
建
立
さ
れ
て
い
た
白
鳳
寺
院

の
こ
と
で
す
。白
鳳
寺
院
は
七
世
紀
後
半
に
建

て
ら
れ
た
古
代
寺
院
で
、市
内
に
は
普
光
寺
廃

寺
の
他
に
五
箇
所
で
そ
の
痕
跡
が
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
。周
囲
に
は「
堂
畑
」「
堂
ノ
北
」「
大

伝
」
な
ど
寺
に
関
す
る
小
字
名
が
残
っ
て
お

り
、寺
院
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
ま
す
。

「
塔
心
礎
」
は
、塔
の
中
心
部
を
貫
く
心
柱
の

基
礎
で
、塔
の
他
の
礎
石
に
比
べ
て
大
き
な
も

の
が
使
わ
れ
る
た
め
、塔
が
な
く
な
っ
た
後
で

も
「
塔
心
礎
」の
み
現
位
置
に
残
さ
れ
る
事
例

が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。広
浜
神
社
に
あ
る
「
塔

心
礎
」は
、辺
長
が
約
二
ｍ
の
隅
丸
の
方
形
の
内

部
に
直
径
約
八
十
五
㎝
の
柱
穴
が
掘
ら
れ
て
い

る
と
い
う
白
鳳
期
の
形
態
的
特
徴
が
あ
る
た

め
、広
浜
神
社
一
帯
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
白
鳳
寺

院
の
痕
跡
が
確
認
で
き
る
重
要
な
資
料
で
す
。

普
光
寺
の　

礎
石
を
の
こ
す　

広
浜
の
宮

ふ　

 

こ
う　

 

じ　
　
　
　
　
　
　
　

そ　

 

せ
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ひ
ろ　

は
ま　
　
　
　

み
や

現在も残されている「塔心礎」の様子

彦根市南部かるた

白
鳳
寺
院
の
痕
跡
「
塔
心
礎
」

A-5
MAP❸

ふ

MAP❸ D-7

ー 26ー ー 25ー

日
本
最
古
の
書
物
「
古
事
記
」
に
「
稲
羽
の
白

兎
」と
い
う
神
話
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
神
話
は
、

J
R
稲
枝
駅
近
く
の
彦
根
市
下
稲
葉
町
が
物
語

の
舞
台
だ
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。寺
田
所
平
著

書「
稲
枝
の
歴
史
」 

で
は
、 

稲
葉
神
社
の
大
燈
籠

の
火
袋
の
台
石
の
四
面
に
、波
に
浮
か
ぶ
兎
が
掘

ら
れ
て
お
り
、ま
た
地
名
や
土
地
の
状
況
が
神
話

と
よ
く
合
致
し
て
い
る
た
め
、神
話
に
登
場
す
る

稲
羽
は
こ
の
稲
葉
で
、昔
の
人
も
そ
う

信
じ
て
い
た
と
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

現
在
、彦
根
市
の
肥
田
町
に
あ
る
肥
田
城
址
。応

仁
の
乱
以
降
の
近
江
国
で
は
、京
極
氏
と
六
角

氏
が
東
西
に
分
か
れ
て
対
立
し
て
い
ま
し
た
。

肥
田
城
城
主
だ
っ
た
高
野
瀬
氏
は
、六
角
氏
か

ら
京
極
氏
に
代
わ
っ
て
湖
北
を
治
め
て
い
た
浅

井
氏
に
味
方
し
ま
し
た
。そ
れ
に
六
角
氏
は
怒

り
、水
攻
め
を
決
行
。落
城
寸
前
か
と
思
わ
れ

た
時
、豪
雨
で
土
手
が
決
壊
し
、六
角
氏
は
退
却

し
ま
し
た
。こ
れ
が
歴
史
上
初
め
て
の

水
攻
め
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。



初
代
藩
主
の
井
伊
直
政
か
ら
彦
根
藩
の
藩

主
を
務
め
て
い
た
井
伊
家
。な
ん
と
歴
代

の
彦
根
藩
藩
主
、全
員
の
名
前
に「
直
」の

字
が
入
っ
て
い
ま
す
。「
直
」
と
は
ま
っ
す

ぐ
で
曲
が
っ
て
い
な
い
さ
ま
を
表
し
た
漢

字
で
す
。時
代
に
真
摯
に
向
き
合
う
藩
主

の
あ
り
方
は
、ま
る
で
「
直
」
の
字
の
よ
う

で
す
ね
。「
名
は
体
を
表
す
」
の
実
例
で

す
。

歴
代
の　

藩
主
に　

直
の
字
を
伝
え

れ
き 

だ
い　
　
　
　
　
　

は
ん　

し
ゅ　
　
　
　
　

 

な
お　
　
　
　

じ　
　
　

 

つ
た

彦根市歴史かるた

歴代藩主の名前。全員に「直」の字が使われている。

初
代
か
ら
続
く
「
直
」
の
字

彦
根
の
秋
を
彩
る
イ
ベ
ン
ト「
ひ
こ
ね
の
城
ま
つ
り

パ
レ
ー
ド
」。十
五
代
藩
主
の
井
伊
直
弼
の
生
誕
を

記
念
し
て
、市
内
学
校
の
生
徒
・
学
生
に
よ
る
マ
ー

チ
ン
グ
バ
ン
ド
、子
ど
も
大
名
行
列
、子
ど
も
時
代

風
俗
行
列
や
、彦
根
ら
し
さ
を
組
み
入
れ
た
彦
根

町
火
消
し
列
、一
文
字
笠
列
、井
伊
の
赤
鬼
家
臣
団

列
な
ど
、総
勢
千
名
が
時
代
絵
巻
さ
な
が
ら
に
彦

根
城
下
を
練
り
歩
く
、華
や
か
で
盛
大
な
パ
レ
ー
ド

で
す
。毎
年
十
一
月
に
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
そ
の
時
期
に
彦
根
へ
訪
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

ね
年
一
ど　

市
民
が
く
り
出
す　

城
ま
つ
り

ね
ん　
い
ち　
　
　
　
　

 

し　

み
ん　
　
　
　
　
　
　
　

だ　
　
　
　
　

 

し
ろ

彦根市歴史かるた

秋を彩る「ひこねの城まつりパレード」の様子

彦
根
の
秋
を
彩
る
城
ま
つ
り

れ へ
へ
い
や
門　
む
か
し
を
し
の
ぶ　
武
家
屋
敷

も
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

ぶ　

け　

や　

し
き

彦根市歴史かるた

彦根城近くにある旧池田屋敷長屋の様子

彦
根
に
残
る
江
戸
時
代
の
跡

る
留
守
居
役　

桜
田
門
の　

知
ら
せ
聞
く

る　

 

す　

 

い　

や
く　
　

  

さ
く
ら 

だ　

も
ん　
　
　
　
　
　

し　
　
　
　
　
　

 

き

彦根市歴史かるた

旧彦根藩最後の藩主を称えた「井伊直憲公顕彰碑」

知
ら
れ
て
い
な
い
直
弼
の
真
意

① 

直
政（
な
お
ま
さ
）

② 

直
孝（
な
お
た
か
）

③ 

直
澄（
な
お
す
み
）

④ 

直
興（
な
お
お
き
）

⑤ 

直
通（
な
お
み
ち
）

⑥ 

直
恒（
な
お
つ
ね
）

⑦ 

直
治（
な
お
は
る
）の
ち 

直
該（
な
お
も
り
）

⑧ 

直
惟（
な
お
の
ぶ
）

⑨ 

直
定（
な
お
さ
だ
）

⑩ 

直
禔（
な
お
よ
し
）

⑪ 

直
定

⑫ 

直
幸（
な
お
ひ
で
）

⑬ 

直
中（
な
お
な
か
）

⑭ 

直
亮（
な
お
あ
き
）

⑮ 

直
弼（
な
お
す
け
）

⑯ 

直
憲（
な
お
の
り
）

彦
根
藩
歴
代
藩
主

ー 28ー ー 27ー

黒
船
来
航
か
ら
五
年
後
、幕
府
の
大
老
に
就
任
し
た

十
五
代
藩
主
の
井
伊
直
弼
は「
安
政
の
大
獄
」な
ど
の

厳
し
い
面
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、安
政
六（
一
八
五

九
）年
に
開
国
の
真
意
が
汲
ま
れ
な
い
悲
し
み
か
ら
、

「
春
あ
さ
み
野
中
の
清
水
氷
い
て 

底
の
心
を
汲
む
人

ぞ
な
き
」と
い
う
歌
を
詠
ん
で
い
ま
す
。し
か
し
最
後

ま
で
直
弼
の
真
意
は
知
ら
れ
ず
、万
延
元（
一
八
六
〇
）

年
、桜
田
門
前
で
政
治
体
制
に
不
満
を
持
っ
た
武
士
に

直
弼
は
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。こ
れ
が

世
に
言
う「
桜
田
門
外
の
変
」で
す
。

彦
根
市
で
は
今
も
、旧
西
郷
屋
敷（
三
千
五
百
石
）・

旧
鈴
木
屋
敷（
三
百
五
十
石
）・
旧
池
田
屋
敷（
百
八

十
石
）の
長
屋
門
や
芹
橋
町
に
残
る
旧
足
軽
屋
敷
、

城
町
の
旧
広
田
家（
屋
号
：
納
屋
七
）、本
町
に
残
る

魚
屋
の
井
戸
な
ど
、い
た
る
と
こ
ろ
に
江
戸
時
代
の

建
造
物
が
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
よ
う
な
建

造
物
の
位
置
や
構
え
に
、江
戸
時
代
の
城
下
町
の
姿

が
見
え
て
、歴
史
の
跡
を
身
に
染
み
て
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。ぜ
ひ
彦
根
に
残
っ
た
歴
史
の

跡
を
訪
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。



彦
根
の
地
場
産
業
に
仏
壇
製
作
と
バ
ル
ブ
工
業

が
あ
り
ま
す
。仏
壇
製
作
は
彦
根
仏
壇
と
呼
ば

れ
、武
具
一
般
の
塗
装
技
術
の
需
要
低
下
か
ら
仏

壇
製
作
に
移
っ
た
こ
と
が
始
ま
り
で
す
。ま
た
、バ

ル
ブ
工
業
は
明
治
時
代
初
期
に
先
覚
門
野
留
吉

翁
が
カ
ラ
ン
作
り
を
開
始
し
た
こ
と
が
始
ま
り

で
、彦
根
バ
ル
ブ
と
呼
ば
れ
、今
で
も
彦
根
に
多

く
の
製
作
所
が
あ
り
ま
す
。す
ぐ
れ
た
立
地
条
件

の
な
か
っ
た
彦
根
で
こ
れ
ら
の
産
業
が
栄
え
た
の

は
、先
人
の
努
力
の
証
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

む
む
か
し
よ
り　
仏
壇
バ
ル
ブ
の　
地
場
産
業

ぶ
つ
だ
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

じ　

ば　

さ
ん
ぎ
ょ
う

彦根市歴史かるた

「彦根仏壇 工房見学＆工芸体験ツアー」の様子

今
も
続
く
彦
根
の
地
場
産
業

ゐ
井
伊
大
老　

鎖
国
の
か
べ
を　

打
ち
破
る

い　

 

い　

た
い 

ろ
う　
　
　

 

さ　

こ
く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う　
　
　

 

や
ぶ

彦根市歴史かるた

金亀児童公園内に建てられている井伊直弼の銅像

開
国
の
決
断
を
し
た
井
伊
直
弼

ー 30ー ー 29ー

彦
根
藩
の
初
代
藩
主
で
あ
る
井
伊
直
政
。
関
ヶ
原
の
戦
い
で
は
家
康
本
軍
に
随
行

し
、東
軍
指
揮
の
中
心
的
存
在
と
し
て
戦
勝
に
尽
力
し
た
功
に
よ
り
、近
江
国
佐

和
山
藩（
彦
根
藩
）十
八
万
石
を
与
え
ら
れ
、そ
の
後
の
井
伊
家
の
繁
栄
に
寄
与
し

て
い
ま
す
。
○
○
備
え
と
い
う
の
は
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
行
わ
れ

た
、構
成
員
が
使
用
す
る
甲
冑
や
旗
な
ど
を
同
じ
色
で
統
一
す
る
軍
団
編
成
の
方

法
で
す
。
直
政
は
武
勇
に
秀
で
た
武
将
が
率
い
る
精
鋭
部
隊
に
採
用
さ
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
赤
備
え
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。

赤
備
え　

直
政
武
勇
の　

関
ヶ
原

あ
か　

ぞ
な　
　
　
　
　
　

 

な
お 　

ま
さ　
　

ぶ　

 

ゆ
う　
　
　
　
　
　

  

せ
き　
　
　
　

 

は
ら

JR彦根駅西口のロータリーにある井伊直政公像

彦根市歴史かるた

井
伊
直
政
が
採
用
し
た
赤
備
え

あ

江
戸
幕
府
が
成
立
し
、す
ぐ
に
鎖
国
体
制
と
な

り
ま
し
た
。嘉
永
六（
一
八
五
三
）年
に
ペ
リ
ー
が

ア
メ
リ
カ
か
ら
来
航
し
、 

翌
年
に
日
米
和
親
条

約
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
で
、日
本
に
ア
メ
リ
カ

領
事
館
が
で
き
ま
し
た
。そ
し
て
ア
メ
リ
カ
初

代
駐
日
大
使
の
ハ
リ
ス
が
要
求
し
た
通
商
の
自

由
を
求
め
る
条
約
に
対
し
て
、天
皇
の
許
可
は

出
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
大
老
で
あ
っ
た
十
五

代
藩
主
の
井
伊
直
弼
が
決
断
し
、日
米

修
好
通
商
条
約
が
結
ば
れ
ま
し
た
。



彦
根
城
築
城
前
、観
音
菩
薩
を
お
祀
り
す
る
彦

根
山
西
寺
が
あ
り
ま
し
た
。平
安
時
代
の
歴
史

書
で
あ
る
扶
桑
略
記
に
は
、摂
津
国
の
徳
満
と

い
う
僧
が
、失
明
し
て
い
た
両
目
を
開
い
た
と

い
う
話
が
伝
わ
り
、白
河
上
皇
や
大
臣
な
ど
の

多
く
の
人
々
が
参
詣
さ
れ
、御
幸
道（
巡
礼
街

道
）は
と
て
も
賑
わ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

観
音
菩
薩
像
は
、築
城
時
に
北
野
寺
に
移
さ
れ

ま
し
た
。御
幸
道
は
ベ
ル
ロ
ー
ド
の
名
で
呼
ば

れ
、今
も
市
民
に
親
し
ま
れ
栄
え
て
い
ま
す
。

お
往
来
に　

巡
礼
行
き
か
う　

彦
根
寺

お
う 

ら
い　
　
　
　
　

じ
ゅ
ん
れ
い　

い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ひ
こ　

ね　

で
ら

彦根市歴史かるた

彦根山に登る前に登山者が立ち寄った連着町の腹痛石

今
も
に
ぎ
わ
う
御
幸
道

明
治
十
一（
一
八
七
八
）年
、明
治
維
新
後
に
職
を
失
っ
た

旧
武
士
層
の
た
め
の「
士
族
授
産
」
を
目
的
と
し
て
、

平
田
村
に
県
営
彦
根
製
糸
場
が
完
成
し
ま
し
た
。富

岡
製
糸
場
で
製
糸
技
術
を
学
ん
だ
女
工
た
ち
が
雇
わ

れ
操
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。滋
賀
県
が
経
営
し
て
い
た

時
期
の
彦
根
製
糸
場
は
、生
糸
の
生
産
を
行
っ
た
だ
け

で
な
く
、製
糸
技
術
の
普
及
に
も
力
を
入
れ
ま
し
た
。

製
糸
技
術
の
普
及
こ
そ
が
、県
営
彦
根
製
糸
場
の
中
心

的
な
任
務
だ
っ
た
の
で
す
。彦
根
製
糸
場
は
湖
東
地
域

の
模
範
工
場
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

せ
製
糸
所
の　

歴
史
を
語
る　

平
田
川

せ
い　

し　

じ
ょ　
　
　
　
　

 

れ
き　

し　
　
　

 

か
た　
　
　
　
　

 

ひ
ら　

た　

が
わ

彦根市歴史かるた

「八重桜」が咲き誇る平田川の様子

彦
根
を
支
え
た
製
糸
場

ー 32ー ー 31ー

先
人
は
こ
こ
を
こ
う
築
き
、こ
う
生
き
て
き
た
。

郷
土
の
歴
史
を
学
び
な
が
ら
、先
人
の
生
き
方
に

学
ん
で
、郷
土
を
理
解
し
愛
着
と
誇
り
を
ふ
く

ら
ま
せ
る
。そ
し
て
自
分
を
築
き
歴
史
を
創
る

人
と
な
っ
て
生
き
る
。私
た
ち
は
、こ
ん
な
願
い

で
昭
和
五
十
三（
一
九
七
八
）年
か
ら
三
年
巡
の

学
習
と
実
践
を
続
け
て
い
る
。総
体
、国
体
の
お

城
ガ
イ
ド
、拓
本
作
り
、そ
し
て
こ
の
か
る
た
作

り
も
、そ
の
一
こ
ま
で
あ
る
。（
彦
根
少
年
少
女
ふ

る
さ
と
研
究
友
の
会「
彦
根
か
る
た
し
お
り
」）

彦
彦
根
に
学
び　
彦
根
に
育
つ　
ふ
る
さ
と
研
究
友
の
会

彦根市歴史かるた

桜が咲きこぼれる国宝「彦根城」の様子

彦
根
少
年
少
女
ふ
る
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会

ひ
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ま
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ね　
　

 

そ
だ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

け
ん
き
ゅ
う
と
も　

 

か
い

大
薮
踊
り
は
、今
に
残
る
郷
土
芸
能
の
一
つ
で
す
。江

戸
後
期
の
様
式
の
踊
り
で
、傘
を
手
に
持
ち
、老
若
男

女
こ
ぞ
っ
て
「
町
づ
く
し
音
頭
」
や「
日
で
り
音
頭
」

を
鐘
や
太
鼓
の
囃
子
方
に
あ
わ
せ
て
踊
り
ま
す
。こ

の
踊
り
は
、豊
作
や
大
漁
を
願
い
祈
る
人
々
の
心
の

表
れ
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。彦
根
で
は
、他
に
も
小

泉
町
の
幌
踊
り
や
小
野
町
の
太
鼓
踊
り
、高
宮
町
の

か
ぼ
ち
ゃ
踊
り
な
ど
、た
く
さ
ん
の
郷
土
芸
能
の
踊

り
が
残
っ
て
い
ま
す
。現
在
も
、こ
う
い
っ
た
踊
り
を

残
す
た
め
に
彦
根
市
民
は
保
存
に
努
め
て
い
ま
す
。

も
も
り
上
が
る　
大
薮
お
ど
り
は　
ヨ
イ
ト
コ
セ
ー

あ　
　
　
　
　
　

 

お
お
や
ぶ

彦根市歴史かるた

彦根の郷土芸能の一つ「大薮おどり」の様子

彦
根
に
残
る
郷
土
芸
能
の
踊
り



彦根創業の平和堂と、彦根市

に拠点工場を持つキリン、ブリ

ヂストンは、連携して地域を笑

顔にする取り組み「彦根発、笑

顔いっぱいプロジェクト」を、2014年より展開しています。

今回の「彦根かるたまっぷ」は、高校生のアイデアをもとに、

滋賀大学生が企画・製作を行い、3社のサポートにより実現

しました。
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