
13 public information  Maibara 2011.10.15

近
江

お

う

み

聖
人

せ

い

じ

ん

と
い
え
ば
、
高
島
市
で
生
ま

れ
、
教
育
の
拠
点
「
藤
樹
書
院

と

う

じ

ゅ

し

ょ

い

ん

」
を
開
い

て
、
身
分
を
問
わ
ず
多
く
の
門
人
を
育
て

た
儒
学
者

じ

ゅ

が

く

し

ゃ

・
中な

か

江え

藤
樹

と

う

じ

ゅ

が
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
儒
学
と
は
、
中
国
の
孔
子
の
教
え
を

体
系
化
し
た
学
問
で
、
な
か
で
も
朱し

ゅ

子し

学が

く

は
、
徳
に
よ
る
統
治
を
基
本
と
し
て
再
興

さ
れ
、
江
戸
幕
府
の
基
本
理
念
と
し
て
採

用
さ
れ
ま
し
た
。
中
江
藤
樹
の
学
説
は
身

分
の
上
下
を
こ
え
た
平
等
思
想
に
特
徴
が

あ
り
ま
し
た
。

米
原
小
学
校
に
は
、
実
に
温
和
な
顔
つ

き
で
、
何
か
を
子
ど
も
た
ち
に
話
し
か
け

て
い
る
よ
う
な
口
元
の
肖
像
画
が
、
い
ま

も
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
威
儀
を
正
し
た

端
正
な
上
半
身
。
こ
の
人
は
、『
近
江
の
先

覚
』（
一
九
五
一
年
滋
賀
県
教
育
会
編
集
）

で
、「
湖
西
に
中
江
藤
樹
あ
り
、
湖
東
に
渡

邊
楠
亭
あ
り
と
た
た
え
ら
れ
、
そ
の
篤
行

に
於
て
近
江
聖
人
に
比
せ
ら
れ
た
」
と
記

さ
れ
る
渡
邊
楠
亭
（
一
八
〇
〇
〜
一
八
五

四
）
で
す
。
楠
亭
は
、
寛
政
一
二
年
渡
邊

又ま

た

次じ

の
長
男
と
し
て
筑
摩
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
幼
名
を
司
馬
次

し

ば

じ

郎ろ

う

と
い
い
、
家
は

代
々
農
業
の
か
た
わ
ら
で
酒
を
売
っ
て
生

活
し
て
い
ま
し
た
。
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
学

問
を
好
み
、
同
じ
筑
摩
の
竹
中

た

け

な

か

文ぶ

ん

語ご

や
高

溝
の
来ら

い

照し
ょ
う

寺じ

住
職
の
恵
念

け

い

ね

ん

か
ら
、
読
書
や

漢
文
の
素そ

読ど

く

（
繰
り
返
し
読
ん
で
暗
誦
す

る
こ
と
）
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
ま
し
た
。

そ
の
後
は
、
ほ
と
ん
ど
独
学
自
修
で
、
昼

は
田
畑
で
汗
ま
み
れ
で
働
き
、
夜
は
わ
ず

か
な
燈
火
を
た
よ
り
に
、
明
け
が
た
近
く

ま
で
学
問
に
は
げ
ん
で
、
つ
い
に
朱
子
学

の
奥
儀
を
極
め
る
に
至
り
ま
し
た
。

楠
亭
が
生
ま
れ
育
っ
た
筑
摩
は
、
古
代

に
食
物
を
調
達
し
た
役
所
「
御
厨

み

く

り

や

」
が
あ

り
、
隣
の
朝
妻
は
、
古
代
か
ら
中
世
に
か

け
て
の
琵
琶
湖
東
岸
の
重
要
な

港
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。
ま
さ

に
、
人
や
文
化
が
常
に
行
き
か

っ
て
い
た
場
所
で
す
。
さ
ざ
波

が
白
砂
の
岸
を
洗
い
、
湖
水
を

へ
だ
て
て
竹
生
・
多
景
の
島
々

や
比
良
・
比
叡
、
東
に
は
伊
吹

の
山
々
を
遠
望
す
る
山
紫
湖
碧

の
風
光
清
ら
か
な
地
で
す
。
先

祖
伝
来
の
屋
敷
に
は
、
樹
齢
数

百
年
の
楠
の
巨
木
が
茂
り
、
そ
の
木
陰
に

小
さ
な
建
物
を
設
け
て
、
こ
こ
を
塾
に
し

て
門
弟
に
教
え
を
説
い
た
こ
と
か
ら
、
楠

亭
と
号
し
ま
し
た
。
い
ま
は
そ
の
建
物
も
、

楠
の
大
木
も
な
く
、
そ
の
代
わ
り
の
木
が

育
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
遺
品
遺
稿
は
、

明
治
二
九
年
滋
賀
県
全
域
を
襲
っ
た
大
水

害
の
と
き
に
湖
水
に
埋
没
流
失
し
て
、
わ

ず
か
数
点
の
遺い

墨ぼ

く

を
残
す
の
み
だ
そ
う
で

す
。楠

亭
の
す
ぐ
れ
た
学
問
と
徳
を
し
た
っ

て
集
い
学
ぶ
人
々
は
、
地
元
や
近
郷
農
家

の
子
女
ば
か
り
で
は
な
く
、
彦
根
藩
士
や

地
方
寺
院
の
子
弟
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
、
数

百
人
に
も
の
ぼ
り
ま
し
た
。
身
分
や
貧
富

で
相
手
を
選
ぶ
こ
と
な
く
、
教
え
を
求
め

る
も
の
に
は
分
け
隔
て
な
く
親
身
に
な
っ

て
教
授
し
ま
し
た
。
交
流
の
あ
っ
た
名
士

や
門
弟
は
、
近
江
国
内
は
も
と
よ
り
、
京

都
・
名
古
屋
を
は
じ
め
、
大
垣
・
笠
松
・

一
宮
・
垂
井
・
敦
賀
に
ま
で
及
ん
で
い
ま

す
。
残
さ
れ
た
往
復
書
簡
か
ら
は
、
渡
辺

わ

た

な

べ

華か

山ざ

ん

や
梁
川

や

な

が

わ

星
厳

せ

い

が

ん

、
佐
久
間

さ

く

ま

象
山

し
ょ
う
ざ
ん

な
ど
幕

末
の
英
傑
と
の
交
流
も
伺
え
ま
す
。
ま
た

同
じ
こ
ろ
、
伊
吹
山
の
松
尾
寺
に
は
、
の

ち
に
農
政
改
革
者
と
し
て
知
ら
れ
る
大
原

お

お

は

ら

幽
学

ゆ

う

が

く

が
学
ん
で
お
り
、
時
々
山
を
下
り
て

楠
亭
を
訪
ね
て
い
ま
す
。
嘉
永
五
年
（
一

八
五
二
）、
領
内
を
巡
視
し
た
井
伊

い

い

直
弼

な

お

す

け

は
、

楠
亭
を
賞
し
て
褒
美
を
贈
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
名
声
が
高
ま
っ
て
も
、
生
ま

れ
育
っ
た
筑
摩
を
愛
し
、
終
生
こ
の
地
を

離
れ
ず
、
農
業
と
学
問
を
見
事
に
両
立
さ

せ
た
清
く
質
素
な
生
き
方
ゆ
え
に
、
湖
東

聖
人
と
し
て
、
多
く
の
人
に
慕
わ
れ
た
の

で
す
。

（
歴
史
・
文
化
財
保
護
室
）

湖
東
の
近
江
聖
人
・
渡
邊

わ

た

な

べ

楠
亭

な

ん

て

い

―
ま
い
ば
ら
の
先
人
①
―

米
原
市
の
歴
史
・
文
化
財
を
歩
く
79

「
湖
東
に
楠
亭
あ
り
」

教
え
る
こ
と
が
楽
し
み




