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岡
お か

 笠
り つ

山
ざ ん

～栗東・目
め

川
が わ

立
た て

場
ば

に生まれた画人～

　

江
戸
時
代
の
栗
東
に
は
東と

う

海か
い

道ど
う

と

中な
か

山せ
ん

道ど
う

の
２
つ
の
街
道
が
通
っ
て
い

ま
し
た
。

　

栗
東
に
は
宿

し
ゅ
く

場ば

は
置
か
れ
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
旅
人
た
ち
が
休
憩
す
る

た
め
の
立た

て

場ば

が
3
か
所
に
設
け
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
東
海
道
沿
い
の
梅う

め

ノの

木き

立た
て

場ば

（
六
地
蔵
）
と
目め

川が
わ

立た
て

場ば

（
岡
）、中
山
道
沿
い
の
中な

か

沢ざ
わ

立た
て

場ば

（
中

沢
）
で
す
。
立
場
を
は
じ
め
と
す
る

街
道
沿
い
の
村
々
は
多
く
の
旅
人
が

行
き
交
い
、文ぶ

ん

物ぶ
つ

の
交
流
が
生
ま
れ
、

街
道
文
化
が
花
開
き
ま
し
た
。

　

今
か
ら
２
１
０
年
余
り
前
の
享

き
ょ
う

和わ

３
年
（
１
８
０
３
）
に
刊
行
さ
れ
た

「
東と

う

海か
い

道ど
う

人じ
ん

物ぶ
つ

志し

」
は
、
東
海
道
筋
で

活
躍
し
て
い
た
文
化
人
た
ち
を
紹
介

す
る
も
の
で
す
が
、
こ
の
中
に
「
笠り

つ

山ざ
ん

」
と
い
う
雅
号
を
持
つ
「
岡お

か

野の

五ご

左ざ

衛え

門も
ん

」
と
い
う
画
人
が
登
場
し
ま
す
。

　

岡お
か

笠り
つ

山ざ
ん

と
も
呼

ば
れ
る
こ
の
画
人

は
、
18
世
紀
後

半
に
栗く

り

太た

郡ぐ
ん

岡お
か

村む
ら

（
岡
）
の
元も

と

伊い

勢せ

屋や

に
生
ま
れ
ま
し
た
。

元
伊
勢
屋
と
は
、

目
川
立
場
の
名
物
・

目め

川が
わ

田で
ん

楽が
く

を
売
る

田で
ん

楽が
く

茶ぢ
ゃ

屋や

の
一
つ

で
、
当
主
は
代
々

五ご

左ざ

衛え

門も
ん

と
名
乗

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

笠
山
は
、
幼
い
頃
か
ら
花か

鳥ち
ょ
う

や
人

物
を
描
く
こ
と
を
好
み
、
の
ち
に
与よ

さ

謝ぶ

蕪そ
ん

村
（
１
７
１
６
～
１
７
８
４
）

に
学
ん
だ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
笠
山
の
詳
し
い
経
歴
は
明
ら
か

で
は
な
く
、
実
際
に
蕪
村
と
出
会
っ

た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
は
分
か
り

ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、
栗
東
歴
史
民

俗
博
物
館
の
調
査
な
ど
を
通
じ
て
、

こ
れ
ま
で
に
30
点
あ
ま
り
が
知
ら
れ

る
笠
山
の
作
品
か
ら
は
、
確
か
に
蕪

村
風
の
特
色
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
多
く
の
旅
人
が
行
き

来
す
る
目
川
立
場
で
田
楽
茶
屋
を
営

ん
だ
笠
山
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
画
人
と

交
流
す
る
機
会
が
あ
り
、
そ
の
中
で

画
人
と
し
て
成
長
し
て
い
っ
た
と
も

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
笠
山
の
作
品
が
、近
年
、

新
た
に
10
点
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
雅
号
や

印
章
が
用
い
ら
れ
て
い
る
作
品
も
あ

り
、
笠
山
の
制
作
活
動
へ
の
理
解
が
深

ま
る
と
と
も
に
、
江
戸
時
代
の
近
江
や

東
海
道
に
お
け
る
美
術
の
展
開
を
考

え
る
上
で
も
重
要
な
手
掛
か
り
と
な

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館
で
は
、
６

月
25
日
㈰
ま
で
、
特
集
展
示
「
立

場
の
に
ぎ
わ
い
」
を
開
催
し
て
い

ま
す
。

問栗東歴史民俗博物館
　☎ 554-2733　 FAX 554-2755

128▲

勧か
ん

進じ
ん

帳ち
ょ
う

弁べ
ん

慶け
い

図ず

（
岡
笠
山
）

《葉山中学校》「弁当作りから『ありがとう』」

◦
朝
早
く
起
き
て
、
一
人
で
自
分
の

分
と
家
族
の
分
を
作
っ
て
く
れ
ま

し
た
。
お
か
げ
で
、
朝
、
ゆ
っ
た

り
と
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
感

謝
で
す
。
ま
た
作
っ
て
ね
。（
１

年
生
保
護
者
）

◦
自
分
で
お
弁
当
を
作
っ
て
、
あ
ら

た
め
て
大
変
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

前
日
の
夜
に
ど
ん
な
お
か
ず
を
入

れ
よ
う
か
と
考
え
て
い
た
が
、
予

想
以
上
に
す
き
間
が
空
い
て
し
ま

い
ま
し
た
。
大
変
な
お
弁
当
作
り

を
毎
日
し
て
く
れ
る
お
母
さ
ん
に

感
謝
し
た
い
で
す
。（
１
年
生
生
徒
）

　

葉
山
中
学
校
で
は
、
７
年
前
か
ら

「
自
分
で
つ
く
る
お
弁
当
の
日
」
の
取

組
み
を
し
て
い
ま
す
。
事
前
の
「
食
育

週
間
」
や
お
弁

当
作
り
を
と
お

し
て
、
食
の
自

立
や
楽
し
さ
、

感
謝
の
心
を
学

ぶ
こ
と
が
で

き
、
と
て
も
良

い
機
会
と
な
っ

て
い
ま
す
。

く
り
ち
ゃ
ん
元
気
い
っ
ぱ
い
運
動
　
第
３
弾

＊
あ
り
が
と
う
が
言
え
る
子
育
て
　
　
＊
39

FAX
問
学
校
教
育
課　

　

☎
551-

０
１
３
０

　
　

551-

０
１
４
９

※お弁当の日の取組みは市ホームページの「ほっと栗東」から動画でご覧いただけます。


