
◦�肩から肘、� �
手先にかけての� �
表現は自然で、� �
より人体表現に
近い
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協議会HP

協議会の活動やスカーレットに関する情報などは、
協議会ホームページのほか各種 SNSでも発信してい
ます。

観光企画推進課 ロケーション推進室　☎69-2198　Fax 63-4087問合せ

　「スカーレット」で甲賀を盛り上げる推進協議会
が開設している物産館「緋色の商店街」では、スカー
レット関連商品をはじめ、市内の特産品などの土
産物がそろいます。カフェメニューもありますの
でお気軽にお立ち寄りください。
場所　信楽町長野1159
営業時間　�平日　11時～16時※火水定休� �

土日祝10時～16時

お土産物が充実 物産館「緋
ひ

色
い ろ

の商店街」

▲

豊
富
な
品
ぞ
ろ
え
の
店
内

歴史文化財課 普及活用係　
☎69-2252　Fax 69-2293

問合せ

歴史文化財課 調査管理係　
☎69-2250　Fax 69-2293

問合せ

銅
どう

造
ぞう

誕
たん

生
じょう

釈
しゃ

迦
か

仏
ぶつ

立
りゅう

像
ぞう

（阿
あ

弥
み

陀
だ

寺／甲賀町櫟野）
◦像高10.4cm��
◦銅製 ◦�いかにも幼児を思わせる

あどけない表情

◦�上半身は裸形
◦��比較的肉付きを� �
持たせた体躯� �
張りのある肩や胸

◦��下半身には裙
くん

� �
（スカート状の着衣）� �
をまとう
◦�衣の表現は、飛

あ す か

鳥・白
はく

鳳
ほう

時代の誕生仏が直線的で
あるのに対し、本像は曲
線を基調として、より柔
軟で複雑化し、さらに裙
の折り返しや打ち合わせ
にみられる自然な翻

ひるがえ

りの
表現も洗練されている

　これらの作風から本
像は８世紀頃の造像で
あることを示しており、
奈良時代における誕生
釈迦仏像の作例として
貴重です。

ド
ラ
マ
の
あ
る�

�
甲
賀
市

ま
す
ま
す
盛
り
上
が
る�

�

「
ス
カ
ー
レッ
ト
」

　

甲
賀
市
を
舞
台
と
し
た
連
続
テ
レ
ビ
小
説
「
ス
カ
ー

レ
ッ
ト
」の
放
送
も
残
り
２
カ
月
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
12
月
に
行
わ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
の
様
子
と
川か

わ

原は
ら

八は
ち

郎ろ
う

役
を
演
じ
る
松ま

つ

下し
た

洸こ
う

平へ
い

さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、

「
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
」
で
甲
賀
を
盛
り
上
げ
る
推
進
協
議

会
の
活
動
等
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

撮
影
秘
話
交
え
ト
ー
ク
シ
ョ
ー

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
ビ
ュ
ー
イ
ン
グ
と
松
下
洸
平
さ
ん
の
ト
ー

ク
シ
ョ
ー
が
12
月
14
日
、
あ
い
こ
う
か
市
民
ホ
ー
ル
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
県
内
外
か
ら
訪
れ
た
約
６
０
０
人

の
皆
さ
ん
は
、
第
11
週
の
「
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
」
を
視
聴

し
た
後
、
松
下
さ
ん
の

撮
影
秘
話
に
聞
き
入
っ

て
い
ま
し
た
。

　

会
場
で
は
、「
ス
カ
ー

レ
ッ
ト
」
で
甲
賀
を
盛

り
上
げ
る
推
進
協
議

会
に
よ
る
物
販
や
写

真
撮
影
コ
ー
ナ
ー
も

設
け
ら
れ
、
イ
ベ
ン
ト

を
盛
り
上
げ
ま
し
た
。

川
原
八
郎
役
松
下
洸
平��

さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー�

大
阪
こ
と
ば
の�

�

練
習
は
ど
の
よ�

�

う
に
さ
れ
た
の�

�

で
す
か
。

松
下
さ
ん:

八
郎
に
リ
ア
ル
に
近

づ
く
た
め
に
大
切
な
の
は
言
葉
だ

と
思
い
、関
西
の
芸
人
さ
ん
が
し
ゃ

べ
っ
て
い
る
の
を
一
日
中
聞
き
続
け

ま
し
た
。
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
や

音
は
聞
い
て
練
習
す
れ
ば
覚
え
ら

れ
ま
す
が
、
も
っ
と
大
切
な
の
は

ネ
イ
テ
ィ
ブ
な
言
い
回
し
だ
と
思

う
ん
で
す
。
な
の
で
、
慣
れ
親
し

ん
だ
母
国
語
の
よ
う
に
し
ゃ
べ
る

大
阪
こ
と
ば
を
練
習
し
ま
し
た
。

舞
台
地
で
あ
る
甲
賀
市
に
向

け
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い

し
ま
す
。

松
下
さ
ん:

ス
カ
ー
レ
ッ
ト
で
、

陶
芸
も
そ
う
で
す
し
、
甲
賀
市

全
体
が
盛
り
上
が
っ
て
、
も
っ
と

も
っ
と
活
気
の
あ
る
ま
ち
に
な
れ

ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
ス
カ
ー

レ
ッ
ト
を
通
し
て
お
役
に
立
て
る

こ
と
が
あ
れ
ば
と
思
い
ま
す
し
、

僕
も
信
楽
が
大
好
き
な
の
で
、
一

人
で
も
多
く
の
方
が
訪
れ
て
く
れ

る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

▲トークショーに登場した松下洸平さん（中央）

◆読者プレゼント
松下洸平さん
サイン入り色紙２名様
（応募多数の場合は抽選）

応�募方法� �
①郵便番号②住所③氏名④年齢⑤電話番号
⑥あなたの周りでの「スカーレット」にまつわ
るエピソードを記入し、下記まで郵便はがき・
FAX・メールでご応募ください。� �
　いただいたエピソードの中から数点を本紙
３月号に掲載予定です。※氏名等を掲載しな
い場合は「匿名希望」と明記してください。

応募締切　２月20日（木）

応募先　�〒528-8502　水口町水口6053  
甲賀市役所 秘書広報課 広報広聴係  

「スカーレットプレゼント」係  
☎69-2101　Fax 63-4619  
�koka10040200@city.koka.lg.jp
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瀧た

樹ぎ

神
社
の
ケ
ン
ケ
ト
祭
り

（
甲
賀
町
岩
室 

土
山
町
前
野・徳
原
）

甲
賀
市
初

国
の
重
要
無
形

民
俗
文
化
財

に
指
定

滋賀県の
有形文化財に指定

　

瀧
樹
神
社
の
ケ
ン
ケ
ト
祭
り
を
含
む
「
近

江
の
ケ
ン
ケ
ト
祭
り
長な

ぎ

刀な
た

振ふ

り
」（
甲
賀
市
、

守
山
市
、
東
近
江
市
、
蒲
生
郡
竜
王
町
）が
、

国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

ま
す
。
市
で
は
初
め
て
の
国
の
重
要
無
形

民
俗
文
化
財
へ
の
指
定
で
す
。

　

甲
賀
町
岩
室
、
土
山
町
前
野
・
徳
原
に

伝
わ
る
瀧
樹
神
社
の
ケ
ン
ケ
ト
踊
り
は
、
毎

年
5
月
3
日
の
春
祭
り
に
踊
ら
れ
る
民
俗

芸
能
で
す
。
子
ど
も
を
中
心
に
構
成
さ
れ

る
踊
り
子
に
は
、
棒ぼ

う

振ふ

り
や
小
太
鼓
な
ど

の
役
割
が
あ
り
、
神
社
や
地
域
の
各
所
で
、

は
や
し
に
合
わ
せ
て
踊
り
を
披
露
し
ま
す
。

　

踊
り
子
は
、
孔く

雀じ
ゃ
く

や
山や

ま

鳥ど
り

の
毛
を
あ
し

ら
っ
た
美
し
い
か
ぶ
り
物
に
、
紫
と
黄
色

の
鉢
巻
き
を
長
く
垂
ら
し
、
広ひ

ろ

袖そ
で

の
黒く

ろ

紋も
ん

付つ
き

に
帯
、
裁た

っ

着つ
け（

裁
付
）袴ば

か
ま

と
い
う
出い

で
立た

ち
で
、
観
客
た
ち
の
目
を
引
き
ま
す
。

　

ケ
ン
ケ
ト
踊
り
と
並
び
、
ハ
ナ
バ
イ（
花

奪
い
）も
、
こ
の
お
祭
り
の
特
色
で
す
。
神し

ん

幸こ
う

行
列
で
地
域
を
巡
り
、
瀧
樹
神
社
に
や
っ

て
来
た
ハ
ナ
ガ
サ
を
、
参
拝
者
が
倒
し

て
壊
し
、
赤
い
造
花
な
ど
の
飾
り
を
奪
い

合
い
ま
す
。
取
っ
た
花
を
家
に
持
ち
帰
り
、

神
棚
や
玄
関
な
ど
に
飾
っ
て
お
く
と
、
災

難
を
逃
れ
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

瀧
樹
神
社
の
ケ
ン
ケ
ト
祭
り
を
含
む
「
近

江
の
ケ
ン
ケ
ト
祭
り
長
刀
振
り
」
は
、
中

世
後
期（
室
町
時
代
）の
祭
礼
芸
能
の
姿
を

　

甲
賀
町
櫟
野
の
阿
弥
陀
寺

が
所
有
す
る
銅
造
誕
生
釈
迦

仏
立
像
が
、
滋
賀
県
指
定
有

形
文
化
財
に
な
り
ま
し
た
。

　

阿
弥
陀
寺
は
、
木
造
阿
弥

陀
如
来
坐
像
（
国
指
定
）
を

は
じ
め
と
す
る
多
く
の
仏
像

彫
刻
を
有
す
る
寺
院
で
す
。

今
回
指
定
さ
れ
た
誕
生
釈
迦

仏
は
、
毎
年
４
月
８
日
に
釈

迦
の
誕
生
を
祝
う
灌か

ん

仏ぶ
つ

会え

の

本
尊
と
し
て
用
い
ら
れ
、
右

手
を
あ
げ
て
天
を
指
し
、
左

手
で
地
を
指
し
て
「
天て

ん

上じ
ょ
う

天て
ん

下が

唯ゆ
い

我が

独ど
く

尊そ
ん

」
と
唱
え
た
誕

生
直
後
の
釈
迦
の
姿
を
あ
ら

わ
し
て
い
ま
す
。
誕
生
釈
迦

仏
は
中
国
、
朝
鮮
半
島
、
日

本
に
作
例
が
あ
り
、
像
高
5

～
20�

セ
ン
チ
ほ
ど
の
銅
像
が

多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　

古
代
か
ら
受
け
継
が
れ
た

甲
賀
の
歴
史
文
化
を
物
語
る

貴
重
な
遺
産
と
し
て
、
保
護
・

活
用
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

今
に
う
か
が
わ
せ
る
貴
重
な
民
俗
芸
能
で

あ
り
、
ハ
ナ
バ
イ
な
ど
の
地
域
的
な
特
色

も
有
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
点
が
重
要
視
さ
れ
、
こ
の
度

の
文
化
財
指
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

は
長
年
に
わ
た
り
、
ケ
ン
ケ
ト
祭
り
を
伝

え
て
こ
ら
れ
た
地
域
の
方
々
の
尽
力
の
た

ま
も
の
で
す
。

　

少
子
高
齢
化
に
よ
る
担
い
手
不
足
な
ど

の
課
題
が
あ
る
中
、
よ
り
良
い
継
承
の
あ

り
方
を
、
地
域
の
方
々
と
共
に
考
え
て
い

き
ま
す
。

▲�瀧樹神社のケンケト祭り




