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〜伝統の冬の風物詩〜〜正月堂の修
しゅしょうえ

正会」〜

　
1
0
0
年
以
上
の
伝
統
が
あ

り
、亀
山
市
最
大
の
冬
の
名
物
行

事
で
あ
る「
亀
山
大
市
」。
亀
山

の
地
域
で
は
昔
か
ら
旧
正
月
を

祝
う
習
慣
が
あ
り
、そ
の
準
備
用

に
大
売
り
出
し
を
始
め
た
の
が

き
っ
か
け
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

商
店
街
が
歩
行
者
天
国
に
な

り
、多
く
の
露
店
が
軒
を
並
べ
る

ほ
か
、多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
も
あ
り
、

毎
年
た
く
さ
ん
の
人
で
に
ぎ
わ

い
ま
す
。

【
と
き
】１
月
28
日
㈯
、29
日
㈰

午
前
10
時
～
午
後
４
時

【
と
こ
ろ
】東
町・本
町
商
店
街
、西

町
通
り
一
帯

【
ア
ク
セ
ス
】Ｊ
Ｒ
亀
山
駅
下
車
北

へ
徒
歩
約
10
分

　
毎
年
２
月
11
日・12
日
の
２
日

間
、島
ヶ
原
の
観
菩
提
寺
で
は
、

「
正
月
堂
の
修
正
会
」（
三
重
県
無

形
民
俗
文
化
財
）が
催
さ
れ
ま

す
。
11
日
に
は
、五
穀
豊
穣
を
願

っ
て
、大
き
な
餅
や
鬼
の
頭
を
か

た
ど
っ
た
節せ

句く

盛も
り
を
は
じ
め
、栗

の
木
の
３
つ
の
枝
に
半
紙
を
巻

き
紅
白
の
水
引
き
で
結
ん
だ
衣き

ぬ

巻ま
き
や
、桜
の
木
に
餅
を
つ
け
た
成な
り

花ば
な
な
ど
の
供
え
物
を
持
っ
て「
エ

ッ
ト
ー
、エ
ッ
ト
ー
」の
掛
け
声
で

地
域
を
練
り
歩
き
、本
堂
に
献
納

し
ま
す
。
12
日
に
は
本
堂
で
、達だ

っ

陀た
ん

と
呼
ば
れ
る
珍
し
い
宗
教
儀

式
な
ど
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

【
と
き
】２
月
11
日
㈯・12
日
㈰

【
と
こ
ろ
】観
菩
提
寺（
島
ヶ
原

1
3
4
9
番
地
）

【
ア
ク
セ
ス
】Ｊ
Ｒ
関
西
本
線「
島

ヶ
原
」か
ら
北
へ
徒
歩
20
分

問
い
合
わ
せ

伊
賀
市
生
涯
学
習
課

☎
０
５
９
５-

２
２-

９
６
８
１

問
い
合
わ
せ

亀
山
大
市
実
行
委
員
会
事
務
局

☎
０
５
９
５-

８
２-

１
３
３
１

問い合わせ
Fax

甲賀市広報課
　６５-0675　　63-4619Fax

伊賀市秘書広報課
　０５９５-２２-９６３６　　０５９５-２２-９６１７Fax

亀山市広報秘書室
　０５９５-８４-５０２2　　０５９５-８２-９６８５

地
域
か
ら
元
気
を
発
信
、新
た
な
ヒ
ー
ロ
ー
集
団
が
誕
生

　
信
楽
町
江
田
地
区
　
江
友
会

松
まつ

田
だ

　晃
てる

余
よ

信
楽
町
内
に
は
、
地
域
の
仲
間
が
集

ま
り
元
気
に
活
動
す
る
団
体
が
あ
り
ま

す
。
各
地
区
で
の
活
動
は
も
ち
ろ
ん
、
地

域
の
枠
を
こ
え
て
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
な
ど

で
活
躍
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
一
昨
年
新

た
に
発
足
し
た
江
田
地
区
の
「
江え

い

友ゆ
う
会か
い
」

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

江
友
会
の
代
表
、
相さ

が

楽ら

英ひ
で

紀き

さ
ん
に

お
話
を
お
伺
い
し
ま
し
た
。
元
々
は
消
防

団
O
B
の
集
ま
り
で
し
た
が
、「
た
だ
集

ま
る
だ
け
で
は
つ
ま
ら
な
い
、
何
か
し
よ

う
、
ど
う
せ
な
ら
地
域
の
事
を
し
よ
う
。」

消
防
団
の
時
に
培
わ
れ
た
団
結
の
も
と
、

一
昨
年
の
2
月
頃
「
江
友
会
」
と
い
う
名

前
を
掲
げ
て
発
足
し
ま
し
た
。
名
前
の

由
来
は
、
江
田
の
友
達
の
会
か
ら
、
ま
た

同
じ
読
み
の
英
雄
（
ヒ
ー
ロ

ー
）
に
か
け
て
名
付
け
ら
れ

た
そ
う
で
す
。
現
在
メ
ン
バ

ー
は
19
名
、
30
代
～
50
代
の

地
元
を
担
う
男
性
の
み
な
さ

ん
で
す
。

本
格
的
な
活
動
が
開
始
さ

れ
た
の
は
一
昨
年
11
月
頃
か

ら
、
江
田
地
区
に
あ
る
田
を

３
反
お
借
り
し
て
稲
作
と
農

業
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

ま
ず
は
冬
の
間
に
田
を
掘
り

起
こ
す
作
業
か
ら
始
ま
り
、

春
に
は
地
元
の
子
供
た
ち
と

作
物
を
植
え
、
草
刈
り
や
水

や
り
な
ど
管
理
を
行
っ
て
き

た
そ
う
で
す
。

農
作
業
初
心
者
の
方
が
ほ

と
ん
ど
、
ま
た
皆
さ
ん
本
業

の
合
間
を
ぬ
っ
て
の
活
動
と

い
う
事
も
あ
り
多
々
苦
労

が
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
ま

す
。
努
力
の
甲
斐
あ
っ
て
、

秋
に
は
約
８
俵
も
の
お
米
と

3
俵
の
も
ち
米
、
た
く
さ
ん

の
サ
ツ
マ
イ
モ
や
サ
ト
イ
モ

が
実
り
ま
し
た
。
収
穫
祭
で

は
、
江
田
区
だ
け
で
な
く
神

山
区
の
子
供
た
ち
も
参
加

し
て
収
穫
を
行
い
、
で
き
た

米
を
お
に
ぎ
り
に
し
て
皆
で

味
わ
い
、
一
緒
に
一
年
の
成
果
を
喜
ん
だ

そ
う
で
す
。
収
穫
し
た
農
産
物
の
一
部
は

福
祉
施
設
へ
と
寄
附
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

過
日
行
わ
れ
た
隣
接
す
る
神
山
地
区
の

“
こ
や
ま
D
E
フ
リ
マ
”
に
も
、
江
友
会

の
ブ
ー
ス
が
出
店
さ
れ
、
収
穫
し
た
サ
ト

イ
モ
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

今
回
で
き
た
も
ち
米
と
稲
わ
ら
を
使
っ

て
、
も
ち
つ
き
大
会
と
、
地
元
の
高
齢
者

の
方
の
指
導
の
も
と
、
し
め
縄
作
り
も
行

わ
れ
ま
し
た
。
今
頃
は
み
な
さ
ん
が
一
か

ら
手
作
り
さ
れ
た
正
月
飾
り
が
、
新
し
い

年
の
始
ま
り
を
祝
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ

う
。相

楽
さ
ん
は
、
な
に
も
か
も
が
初
め
て

の
試
み
で
あ
っ
た
こ
の
一
年
を
振
り
返
る

と
、
や
ろ
う
と
言
葉
で
言
う
の
は
簡
単
だ

け
れ
ど
、
実
際
行
動
を
起
こ
す
こ
と
は
と

て
も
難
し
か
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

し
た
。
今
後
さ
ら
に
新
た
な
事
を
は
じ
め

る
前
に
、
今
行
っ
て
い
る
事
業
を
末
永
く

続
け
て
い
く
こ
と
が
当
面
の
目
標
だ
そ
う

で
す
。
ま
た
自
分
達
だ
け
で
行
う
の
で
は

な
く
、
地
域
の
人
々
と
一
緒
に
活
動
を
し

て
い
き
た
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し

た
。信

楽
が
生
ん
だ
ヒ
ー
ロ
ー
達
の
新
た

な
試
み
の
今
後
に
期
待
し
つ
つ
、
こ
れ
か

ら
も
地
域
の
元
気
を
発
信
し
続
け
て
ほ

し
い
と
感
じ
ま
し
た
。

▶
農
地
を
整
備
す
る
メ
ン
バ
ー

◀
収
穫
祭
の
様
子

県指定文化財件数県内3位
　文化財の中で特に重要なもので、国や県・市が指定をして保
護を図っているものを指定文化財といいます。県内には多く
の指定文化財があり（県は国宝・重要文化財指定件数が全国第
4位）、市内にも国指定の史跡である「紫

しがらきのみやあと
香楽宮跡」「垂

たる
水
み

斎
さい

王
おう

頓
とん

宮
ぐう

跡
あと

」「甲
こうかぐんちゅうそういせきぐん

賀郡中惣遺跡群」、国宝の「大般若経」（常
じょうみょうじ

明寺・太
たいへい

平
寺
じ

）等を始めとする多くの指定文化財があります。
　これらの文化財はどれも地域の歴史、文化などを理解する
ためには欠くことのできない貴重な財産です。市の歴史や風
土を今に受け継ぐかけがえのない文化財を大切に守り、次の
世代に確実に引き継いでいきたいものです。

連続シリーズ 統計からみる 

甲賀市  なんでもランキング
その７

総務課  ☎65-0663　Fax63-4561問い合わせ

注１．総数には選択民俗文化財、選定保存技術、伝統的建造物を含む。
　２．選択文化財とは、無形文化財であり、国・県が記録作成等の措置を取るべき文化財として選択したもの。
　３． 分数表示のところは、地域がまたがっていることを表す。たとえば、1/2は文化財が2つの市にまた

がって存在することを表す。

滋賀県の文化財 （平成21年度滋賀県統計書による）

大
津
市

彦
根
市

長
浜
市

近
江
八
幡
市

草
津
市

守
山
市

栗
東
市

甲
賀
市

野
洲
市

湖
南
市

高
島
市

東
近
江
市

米
原
市

蒲
生
郡

愛
知
郡

犬
上
郡

国指定（選択）
文化財総数

317
1/2

20
1/2 95 77 26

1/2
13
2/7 29 62

1/7 40 41 17
60
1/2
3/7

23 40
1/7 19 22

県指定（選択）
文化財総数 77 12 84 33 16 17 14 43 17 9 18 38

1/2 29 20 5
1/2 25
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