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甲
南
町
森
尻
に
鎮
座
す
る
矢
川
神
社
は「
甲
賀
の
雨

宮
」と
も
言
わ
れ
、か
つ
て
は
雨
乞
祈
願
の
神
社
と
し
て
知

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
延
喜
式
神
名
帳
に
も
載
る
古
社
で
、

創
建
は
奈
良
時
代
末
期
に
ま
で
遡
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

　
境
内
の
正
面
に
建
つ
楼
門
は
、室
町
時
代
の
装
飾
技
法

を
用
い
た
入
母
屋
造
り
茅
葺
門
と
し
て
昭
和
４１
年
に
滋

賀
県
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。し
か
し

建
物
全
体
の
老
朽
化
が
著
し
く
、柱
な
ど
の
部
材
も
腐
朽
、

破
損
し
て
き
た
こ
と
か
ら
今
年
度
か
ら
解
体
修
理
を
行

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

　
社
蔵
文
書
に
よ
る
と
、こ
の
楼
門
は
文
明
４
年（
１
４
７

２
）大
和
国
布
留
郷
よ
り
雨
乞
祈
願
の
返
礼
と
し
て
寄
進

さ
れ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
、建
築
当
初
は
二
層
の
楼
門
建

築
で
し
た
が
、文
禄
年
間（
１
５
９
２
〜
１
５
９
６
）に
大
風

に
よ
り
倒
壊
、以
後
現
在
の
よ
う
な
単
層
の
形
に
な
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

　
文
化
財
の
修
理
は
専
門
の
技
術
者
に
よ
り
一
つ
ひ
と
つ

丁
寧
に
解
体
さ
れ
、破
損
箇
所
を
調

べ
る
と
と
も
に
、部
材
の
形
状
や
大

き
さ
、組
み
立
て
方
を
記
録
に
と
る

な
ど
の
調
査
を
行
い
な
が
ら
進
め
ら

れ
ま
す
。
修
復
に
あ
た
っ
て
は
当
時

の
建
築
部
材
を
で
き
る
だ
け
使
い
な

が
ら
、当
時
の
建
築
技
法
に
よ
り
組

み
立
て
ら
れ
ま
す
。 

　
修
理
後
、覆
い
屋
を
外
す
と
室
町

時
代
の
優
れ
た
建
物
が
姿
を
現
す

こ
と
で
し
ょ
う
。
築
後
５
０
０
年
余

り
も
こ
の
地
域
の
人
々
に
よ
り
大
切

に
守
ら
れ
て
き
た
貴
重
な
建
造
物
、

そ
の
伝
統
を
私
た
ち
が
し
っ
か
り
と

受
け
継
い
で
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

境内の正面に建つ楼門 
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滋賀県指定有形文化財 

矢川神社楼門解体修理始まる 

「宮町遺跡」が史跡紫香楽宮跡に追加指定!

甲賀市での 

中越地震・台風23号 
被災地への支援状況 
(11月10日現在)

○新潟　長岡市　　簡易トイレ（使い捨て） 
○兵庫　豊岡市　　防災用備蓄カーペット 
○新潟県　　　　　義援金 

3200枚 
200枚 
10万円 

　
昭
和
５８
年
度
か
ら
継
続
し
て
調
査
を
行
っ
て
き
た
宮
町
遺
跡
が
、紫
香
楽
宮
跡
の
宮
殿
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
、こ
の
た
び
国
史
跡
と
し
て
追
加
指
定
を
受
け
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。 

　
現
在
文
化
庁
に
申
請
中
で
、文
化
審
議
会
文
化
財
分
科
会
の
審
議
・
議
決
を
経
て
文
部
科

学
大
臣
に
対
し
て
、「
宮
町
遺
跡
」の
史
跡
紫
香
楽
宮
跡
へ
の
史
跡
追
加
指
定
に
つ
い
て
答
申

が
出
さ
れ
、近
く
官
報
告
示
に
よ
り
正
式
に
指
定
さ
れ
る
見
込
み
で
す
。 

　
国
史
跡
紫
香
楽
宮
跡
は
大
正
１５
年
に
指
定
を
受

け
、以
来
、旧
信
楽
町
教
育
委
員
会
が
主
体
と
な
り

「
宮
町
遺
跡
」の
発
掘
調
査
を
進
め
て
き
ま
し
た
。 

　
結
果
、現
在
の
史
跡
指
定
地
は
聖
武
天
皇
が
建

立
し
た
毘
廬
舎
那
仏
を
中
心
と
す
る
仏
教
に
よ
る

国
家
鎮
護
を
め
ざ
し
た「
甲
賀
寺
跡
」と
考
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、宮
町
地
区
に
所
在
す
る「
宮
町
遺

跡
」こ
そ
が
、文
献
史
料
に
見
ら
れ
る
宮
殿
施
設
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

　
今
回
の
追
加
指
定
を
合
わ
せ
る
と
紫
香
楽
宮
の

指
定
範
囲
は
約
２３
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
ま
り
と
な
り
、日

本
の
都
城
遺
跡
と
し
て
は
平
城
宮
、藤
原
宮
に
次

ぐ
全
国
有
数
の
規
模
で
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

市
内
の
国
史
跡
は
土
山
町
の
垂
水
頓
宮
跡
と
２
か

所
に
な
り
ま
し
た
。ま
た
こ
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
、土

地
所
有
者
の
方
々
や
関
係
者
の
皆
さ
ん
と
話
し
合
い

を
し
な
が
ら
、保
存
活
用
計
画
の
策
定
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。 

１． 名　称 
　　紫香楽宮跡 
　　（大正１５年１０月２２日付　内務省告示第１５８号） 

２． 所在地 
（１）既指定地 
　　甲賀市信楽町黄瀬字半シ１０２３番地１ 他 

（２）追加指定地 
　　甲賀市信楽町宮町字川原出１０４８番地１ 他 

３． 面　積 
　　合　　計 ２２７，３８０．２４㎡ 
（１）既指定地 　３３，７７８．６６㎡ 
（２）追加指定地 １９３，６０１．５８㎡ 

こ
れ
ま
で
の
経
過
 

宮町遺跡で見つかった紫香楽宮の「朝堂」 

今回史跡に追加指定される範囲 


