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大切な
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甲
賀
市
文
化
協
会
連
合
会
文
芸
欄 

　
今
回
は
甲
南
町
文
化
協
会
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

ほ
お
じ
ろ
短
歌
会
詠
草 

次
号
（
５
月
１
日
号
）
は
甲
賀
町
文
化
協
会
の
予
定
で
す
。 

みなくち子どもの森自然館 
1 63-6712　FAX 63-0466

3（月）、10（月）、 
17（月）、24（月） 

4月の 
休園日 

「
吟
行
歌
　
お
花
見
」
 

・
は
じ
ら
い
つ
つ
初
め
て
紅
さ
す
乙
女
に
似
た
り
 
の
桜
今
三
分
咲
き
 

鵜
飼
　
洋
子
 

・
老
木
の
満
開
の
桜
な
が
め
つ
つ
歌
友
と
い
っ
と
き
春
を
楽
し
む
 

藤
田
　
悦
子
 

・
村
お
こ
し
と
シ
ル
バ
ー
族
が
植
え
し
と
う
幾
万
と
咲
く
鮎
河
の
さ
く
ら
 
八
里
　
い
よ
 

・
せ
せ
ら
ぎ
を
聞
き
つ
つ
昼
餉
の
に
ぎ
や
か
に
桜
木
下
に
シ
ー
ト
広
げ
て
 
御
崎
ミ
サ
子
 

・
空
覆
う
小
枝
の
先
ま
で
桜
開
く
あ
ら
あ
ら
し
い
幹
そ
っ
と
触
れ
み
る
 

山
脇
知
鶴
子
 

・
山
里
に
春
を
奏
で
る
う
ぐ
い
川
木
橋
に
聞
き
入
る
瀬
音
　
風
音
 

村
井
　
君
代
 

 「
雑
詠
」
 

・
孫
は
い
う
『
山
が
燃
え
て
る
よ
う
だ
ね
』
と
秋
の
夕
焼
け
目
に
飛
び
込
み
ぬ
 
今
村
　
　
緑
 

・
鈴
鹿
嶺
の
ひ
と
き
わ
高
き
綿
向
の
山
は
白
銀
朝
日
に
映
え
る
 

岡
崎
　
　
照
 

・
人
ひ
と
り
心
あ
た
た
む
秋
の
夜
を
澄
み
し
音
響
く
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
 

桂
　
　
歌
子
 

・
紫
蘇
の
実
の
佃
煮
栗
の
渋
皮
煮
キ
ッ
チ
ン
に
わ
た
し
の
時
間
は
流
れ
る
 
北
川
　
浩
子
 

・
傾
斜
地
を
拓
き
て
育
て
し
蕎
麦
を
打
つ
手
際
も
良
く
て
農
業
祭
賑
わ
う
 
木
下
　
房
乃
 

・
夫
送
る
柩
に
入
れ
し
秋
明
菊
主
な
き
庭
に
白
く
咲
き
初
む
 

千
葉
　
和
子
 

・
十
五
本
白
線
引
か
れ
五
十
台
の
ガ
レ
ー
ジ
生
ま
れ
る
柘
植
の
駅
前
 

堀
井
　
菊
野
 

う
ぐ
い
 

と
き
 

は
な
 

こ
 

甲賀市内にすむ 
絶滅が心配される動植物や 
それらを育む大切な 

自然についての連載です 

　
暖
か
く
な
る
と
、
さ
ま
ざ
ま

な
チ
ョ
ウ
が
飛
び
出
し
ま
す
が
、

春
の
短
い
間
に
現
れ
る
「
ギ
フ

チ
ョ
ウ
」
を
ご
存
知
で
し
ょ
う

か
？
 

　
黒
と
黄
色
の
鮮
や
か
な
模
様

と
美
し
い
姿
か
ら
、
「
春
の
女

神
」
と
呼
ば
れ
る
、
日
本
特
産

の
小
型
の
ア
ゲ
ハ
チ
ョ
ウ
の
仲

間
で
す
。
 

　
ギ
フ
チ
ョ
ウ
が
現
れ
る
の
は
、

近
畿
地
方
で
は
１
年
の
内
４
月

の
数
週
間
で
、
ス
ミ
レ
や
ツ
ツ

ジ
な
ど
ピ
ン
ク
や
紫
色
の
花
を

好
ん
で
訪
れ
ま
す
。
 

　
卵
は
カ
ン
ア
オ
イ
と
い
う
植

物
の
若
葉
に
産
み
つ
け
ら
れ
ま

す
。
幼
虫
は
葉
を
食
べ
て
夏
前

に
は
蛹
と
な
り
、
次
の
春
ま
で

長
い
間
休
眠
し
ま
す
。
 

　
こ
の
ギ
フ
チ
ョ
ウ
、
北
陸
地

方
な
ど
一
部
を
除
い
て
、
全
国

的
に
減
少
し
て
い
ま
す
。
そ
の

原
因
は
、
開
発
以
外
に
、
里
山

の
荒
廃
が
大
き
な
要
因
と
い
わ

れ
ま
す
。
カ
ン
ア
オ
イ
は
明
る

い
林
で
大
き
く
育
つ
草
で
、
杉

林
や
手
入
れ
の
な
い
暗
い
林
で

は
十
分
に
育
た
な
い
か
ら
で
し

ょ
う
。
 

　
甲
賀
市
で
は
、
１
９
６
０
年

頃
ま
で
は
信
楽
町
の
朝
宮
付
近
、

鈴
鹿
山
地
の
三
重
県
境
付
近
で
、

し
ば
し
ば
記
録
が
あ
る
も
の
の
、

そ
れ
以
降
は
、
１
９
９
０
年
代

前
半
の
飯
道
山
付
近
の
記
録
１

例
の
み
で
、
絶
滅
が
心
配
さ
れ

ま
す
。
 

　
お
隣
の
日
野
町
や
伊
賀
市
に

は
現
在
も
少
な
い
な
が
ら
生
息

し
て
お
り
、
甲
賀
市
内
で
も
健

在
を
確
認
し
た
い
も
の
で
す
。
 

陽だまりで 
日光浴する 
ギフチョウ 
 

カンアオイに産 
みつけられた卵 
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甲
賀
市
は
中
世
城
館
遺
跡
の
宝
庫

で
、
木
々
に
覆
わ
れ
た
里
山
の
随
所

に
今
も
土
塁
や
掘
跡
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
高
く
は
な
い
が
、
入
り

込
ん
だ
丘
陵
が
幾
重
に
も
連
な
り
、

こ
の
複
雑
な
地
形
が
天
然
の
要
害
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。
城
館
遺
跡
の
数

は
甲
賀
市
全
体
で
１
９
９
遺
跡
に
も

及
び
、
全
国
有
数
の
城
館
の
密
集
地

帯
で
す
。
市
内
に
は
水
口
城
や
水
口

岡
山
城
、
多
羅
尾
氏
の
陣
屋
跡
な
ど

実
に
多
様
な
城
が
あ
り
ま
す
が
、
注

目
す
べ
き
は
、
土
造
り
の
中
世
城
館

が
戦
国
時
代
の
姿
そ
の
ま
ま
に
今
も

数
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
 

　
甲
賀
、
甲
南
、
水
口
地
域
の
城
の

多
く
は
、
三
方
に
見
晴
ら
し
が
き
く
、

標
高
２
０
０
〜
３
０
０
ｍ
の
丘
陵
の

先
端
部
分
に
築
か
れ
て
お
り
、
土
を

削
り
込
み
、
あ
る
い
は
掻
き
揚
げ
て

高
い
土
塁
を
築
い
て
い
ま
す
。
そ
の

構
造
は
四
角
く
土
塁
で
囲
ん
で
主
郭

と
す
る
単
郭
方
形
型
で
あ
り
、
一
辺

50
ｍ
程
度
の
小
規
模
な
も
の
が
多
く
、

面
白
い
こ
と
に
、
甲
賀
の
城
は
ほ
ぼ

こ
の
プ
ラ
ン
を
基
本
と
し
て
築
城
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
 

　
と
こ
ろ
で
な
ぜ
同
じ
タ
イ
プ
の
城

が
多
く
築
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
戦
国
期
の
甲
賀
武
士
の
組
織

と
関
係
が
あ
り
ま
す
。
中
世
後
期
、

甲
賀
の
小
領
主
た
ち
は
総
領
家
と
そ

の
分
家
に
当
る
庶
子
家
が
結
束
を
強

め
、
被
官
を
従
え
て
ひ
と
つ
の
独
立

し
た
集
団
を
形
成
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
同
姓
を
名
乗
る
（
一
部
非
血
縁

の
者
も
含
む
が
）
一
族
結
合
を
同
名

中
惣
と
言
い
ま
す
。
同
名
中
で
は
総

領
家
が
絶
対
的
な
強
い
力
を
持
っ
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
庶
子
家
も
自

立
し
た
存
在
で
、
彼
ら
が
地
域
支
配

の
ス
テ
ー
タ
ス
と
し
て
各
々
城
を
持
っ

て
い
た
た
め
に
、
こ
れ
だ
け
多
数
の

城
が
同
じ
造
り
方
で
築
か
れ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
近
隣
の
同
名
中

ど
う
し
が
小
地
域
で
連
合
し
、
戦
国

後
期
に
は
一
郡
規
模
で
連
携
を
は
か

る
ま
で
に
な
り
、
こ
う
し
た
小
領
主

た
ち
に
よ
る
結
合
が
日
本
史
上
著
名

な
「
甲
賀
郡
中
惣
」
で
す
。
各
同
名

中
か
ら
選
出
さ
れ
た
10
人
の
奉
行
が

寄
合
い
を
し
て
事
に
当
り
、
相
論
の

仲
裁
な
ど
に
関
与
し
ま
し
た
が
、
そ

の
参
会
の
場
に
甲
南
町
矢
川
神
社
が

利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
 

　
甲
賀
地
方
を
一
円
的
に
支
配
す
る

突
出
し
た
権
力
者
が
現
れ
な
か
っ
た

た
め
に
、
特
別
規
模
の
大
き
な
城
も

造
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
甲
賀
の
城

に
見
ら
れ
る
同
質
性
は
ま
さ
に
甲
賀

武
士
の
水
平
的
な
組
織
の
性
格
に
よ

る
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ

が
城
館
の
構
成
に
ま
で
反
映
し
、
今

も
身
近
な
里
山
に
見
ら
れ
る
こ
と
は

大
変
貴
重
な
こ
と
な
の
で
す
。
 

今、歴史の事実
に光が… 

　「事実は小説より奇なり」といいます。
心躍らせる歴史小説も、史実に基づくと
ころがあってこそ。甲賀市の歴史を描
く市史としては、どれだけ多くの史料
を発掘できるかが、その内容を決め
るといっても言い過ぎではありませ
ん。 
　幸い事業開始以来、多くの区や社
寺、個人の皆さんにご協力をいただ
き、70文書群、34,600点を目録化。撮
影した写真は60,000コマに達しました。
市全体の歴史を描く市史としての取り組
みを、ご理解いただいたものと感謝してい
ます。 
　最も多いものは各区で保存されてきた区有文書で、
訪問した公民館の押入に押し込まれた開けたこともな
い黒い木箱から、多くの重要な古文書が飛び出し、地
元の方も驚くことが少なくありません。 
　ここからは江戸時代の村や村人の様子が細かく読み
とれ、領主の厳しい支配のなかにあっても、自らの責
任と判断で村落の経営に努める村人の姿が見え、今日
のまちづくりにも通じる精神を感じ取ることができます。 
　また、時代や世代による違いとともに、今も昔も変
わらぬ人の心に接し、思わず「やっぱり、なるほど」

と声が出ることもしばしばです。 
　歴史探訪のキモは、史実のなかにどれ
だけの興味と共感を見いだせるかだと
いわれます。一見反古（ほご）同然の
紙片に光を当て、甲賀の歴史を今に
よみがえらせるため、ひきつづき市
民の皆さんのご協力をお願いします。 

こう ぐん ちゅう そう じょう さい ぐん 

（I） 
郡中惣の集会場となった矢川神社境内 

か 

※
庶
子
家
…
総
領
を
中
心
と
し
た

中
世
武
士
団
の
中
で
、
嫡
子
以

外
の
者
の
こ
と
を
い
う
。
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は
、
１
９
９
０
年
代

前
半
の
飯
道
山
付
近
の
記
録
１

例
の
み
で
、
絶
滅
が
心
配
さ
れ

ま
す
。
 

　
お
隣
の
日
野
町
や
伊
賀
市
に

は
現
在
も
少
な
い
な
が
ら
生
息

し
て
お
り
、
甲
賀
市
内
で
も
健

在
を
確
認
し
た
い
も
の
で
す
。
 

陽だまりで 
日光浴する 
ギフチョウ 
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【問い合わせ】 

甲賀郡中惣の城塞群 
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甲
賀
市
は
中
世
城
館
遺
跡
の
宝
庫

で
、
木
々
に
覆
わ
れ
た
里
山
の
随
所

に
今
も
土
塁
や
掘
跡
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
高
く
は
な
い
が
、
入
り

込
ん
だ
丘
陵
が
幾
重
に
も
連
な
り
、

こ
の
複
雑
な
地
形
が
天
然
の
要
害
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。
城
館
遺
跡
の
数

は
甲
賀
市
全
体
で
１
９
９
遺
跡
に
も

及
び
、
全
国
有
数
の
城
館
の
密
集
地

帯
で
す
。
市
内
に
は
水
口
城
や
水
口

岡
山
城
、
多
羅
尾
氏
の
陣
屋
跡
な
ど

実
に
多
様
な
城
が
あ
り
ま
す
が
、
注

目
す
べ
き
は
、
土
造
り
の
中
世
城
館

が
戦
国
時
代
の
姿
そ
の
ま
ま
に
今
も

数
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
 

　
甲
賀
、
甲
南
、
水
口
地
域
の
城
の

多
く
は
、
三
方
に
見
晴
ら
し
が
き
く
、

標
高
２
０
０
〜
３
０
０
ｍ
の
丘
陵
の

先
端
部
分
に
築
か
れ
て
お
り
、
土
を

削
り
込
み
、
あ
る
い
は
掻
き
揚
げ
て

高
い
土
塁
を
築
い
て
い
ま
す
。
そ
の

構
造
は
四
角
く
土
塁
で
囲
ん
で
主
郭

と
す
る
単
郭
方
形
型
で
あ
り
、
一
辺

50
ｍ
程
度
の
小
規
模
な
も
の
が
多
く
、

面
白
い
こ
と
に
、
甲
賀
の
城
は
ほ
ぼ

こ
の
プ
ラ
ン
を
基
本
と
し
て
築
城
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
 

　
と
こ
ろ
で
な
ぜ
同
じ
タ
イ
プ
の
城

が
多
く
築
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
戦
国
期
の
甲
賀
武
士
の
組
織

と
関
係
が
あ
り
ま
す
。
中
世
後
期
、

甲
賀
の
小
領
主
た
ち
は
総
領
家
と
そ

の
分
家
に
当
る
庶
子
家
が
結
束
を
強

め
、
被
官
を
従
え
て
ひ
と
つ
の
独
立

し
た
集
団
を
形
成
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
同
姓
を
名
乗
る
（
一
部
非
血
縁

の
者
も
含
む
が
）
一
族
結
合
を
同
名

中
惣
と
言
い
ま
す
。
同
名
中
で
は
総

領
家
が
絶
対
的
な
強
い
力
を
持
っ
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
庶
子
家
も
自

立
し
た
存
在
で
、
彼
ら
が
地
域
支
配

の
ス
テ
ー
タ
ス
と
し
て
各
々
城
を
持
っ

て
い
た
た
め
に
、
こ
れ
だ
け
多
数
の

城
が
同
じ
造
り
方
で
築
か
れ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
近
隣
の
同
名
中

ど
う
し
が
小
地
域
で
連
合
し
、
戦
国

後
期
に
は
一
郡
規
模
で
連
携
を
は
か

る
ま
で
に
な
り
、
こ
う
し
た
小
領
主

た
ち
に
よ
る
結
合
が
日
本
史
上
著
名

な
「
甲
賀
郡
中
惣
」
で
す
。
各
同
名

中
か
ら
選
出
さ
れ
た
10
人
の
奉
行
が

寄
合
い
を
し
て
事
に
当
り
、
相
論
の

仲
裁
な
ど
に
関
与
し
ま
し
た
が
、
そ

の
参
会
の
場
に
甲
南
町
矢
川
神
社
が

利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
 

　
甲
賀
地
方
を
一
円
的
に
支
配
す
る

突
出
し
た
権
力
者
が
現
れ
な
か
っ
た

た
め
に
、
特
別
規
模
の
大
き
な
城
も

造
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
甲
賀
の
城

に
見
ら
れ
る
同
質
性
は
ま
さ
に
甲
賀

武
士
の
水
平
的
な
組
織
の
性
格
に
よ

る
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ

が
城
館
の
構
成
に
ま
で
反
映
し
、
今

も
身
近
な
里
山
に
見
ら
れ
る
こ
と
は

大
変
貴
重
な
こ
と
な
の
で
す
。
 

今、歴史の事実
に光が… 

　「事実は小説より奇なり」といいます。
心躍らせる歴史小説も、史実に基づくと
ころがあってこそ。甲賀市の歴史を描
く市史としては、どれだけ多くの史料
を発掘できるかが、その内容を決め
るといっても言い過ぎではありませ
ん。 
　幸い事業開始以来、多くの区や社
寺、個人の皆さんにご協力をいただ
き、70文書群、34,600点を目録化。撮
影した写真は60,000コマに達しました。
市全体の歴史を描く市史としての取り組
みを、ご理解いただいたものと感謝してい
ます。 
　最も多いものは各区で保存されてきた区有文書で、
訪問した公民館の押入に押し込まれた開けたこともな
い黒い木箱から、多くの重要な古文書が飛び出し、地
元の方も驚くことが少なくありません。 
　ここからは江戸時代の村や村人の様子が細かく読み
とれ、領主の厳しい支配のなかにあっても、自らの責
任と判断で村落の経営に努める村人の姿が見え、今日
のまちづくりにも通じる精神を感じ取ることができます。 
　また、時代や世代による違いとともに、今も昔も変
わらぬ人の心に接し、思わず「やっぱり、なるほど」

と声が出ることもしばしばです。 
　歴史探訪のキモは、史実のなかにどれ
だけの興味と共感を見いだせるかだと
いわれます。一見反古（ほご）同然の
紙片に光を当て、甲賀の歴史を今に
よみがえらせるため、ひきつづき市
民の皆さんのご協力をお願いします。 

こう ぐん ちゅう そう じょう さい ぐん 

（I） 
郡中惣の集会場となった矢川神社境内 

か 

※
庶
子
家
…
総
領
を
中
心
と
し
た

中
世
武
士
団
の
中
で
、
嫡
子
以

外
の
者
の
こ
と
を
い
う
。
 

ち
ゅ
う
そ
う
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し
ょ
し
 

け
ん
か
 

ひ
き
ょ
う
 

さ
だ
め
が
き
 

ど
う
み
ょ
う
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ゅ
う
く
み
お
き
て
 

さ
だ
め
 

ど
う
み
ょ
う
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