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歴史文化資産を生かし、みんなのふるさとづくりを

　特集  歴史文化 を 未来 につなぐ

栗
東
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が

歴
史
文
化
要
素

本
市
に
は
、
国
・
県
・
市
で
指
定
登

録
、
選
択
さ
れ
た
文
化
財
が

140
件
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
文
化
財
を
と
り
ま
く
さ
ま

ざ
ま
な
課
題
解
決
の
た
め
に
は
、
地
域
に

存
在
す
る
多
様
な
文
化
財
を
広
く
捉
え
、

総
合
的
な
保
存
活
用
を
行
う
こ
と
が
必
要

で
す
。
そ
の
た
め
、こ
れ
ま
で
「
文
化
財
」

と
さ
れ
て
き
た
も
の
に
、「
子
ど
も
た
ち

に
引
き
継
ぎ
た
い
栗
東
ら
し
い
も
の
」
を

加
え
、
栗
東
を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
も

の
を
含
め
、「
歴
史
文
化
要
素
」
と
し
、

保
存
・
継
承
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。「
栗
東
ら
し
い
も
の
」
は

昨
年
度
、
自
治
会
あ
て
ア
ン
ケ
ー
ト
で
調

査
を
実
施
し
ま
し
た
。
今
後
も
継
続
し
て

収
集
し
て
い
く
予
定
で
す
。

市内の指定等文化財の件数 ( 国、県、市指定など )
種　　　別 例 件数

有形
文化財

 建造物 大野神社楼門 39
 美術工芸品 木造狛犬（大宝神社） 81

無形民俗文化財 小杖祭りの祭礼芸能 6

記念物
 遺跡（史跡） 狛坂磨崖仏 11
名勝地（名称）大⻆氏庭園 3

合計 140

歴
史
文
化
を

ふ
る
さ
と
の
宝
物
に

栗
東
は
、
山
間
部
か
ら
平
野
部
ま
で
特

色
あ
る
自
然
環
境
の
も
と
に
立
地
し
ま

す
。
ま
た
古
代
よ
り
官
道
・
街
道
が
通
過

し
、
さ
ら
に
琵
琶
湖
に
流
れ
こ
む
河
川
を

介
し
て
西
国
や
北
陸
・
東
海
な
ど
と
の
つ

な
が
り
を
有
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

な
背
景
の
も
と
、
栗
東
に
は
豊
か
な
歴
史

と
そ
れ
を
物
語
る
多
く
の
文
化
財
が
残
っ

て
い
ま
す
。

し
か
し
、
山
間
部
を
中
心
に
少
子
化
・

高
齢
化
が
進
行
し
て
い
る
地
域
も
あ
り
、

歴
史
文
化
を
担
い
継
承
し
て
い
く
上
で
の

課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

近
年
の
地
域
活
動
の
制
限
な
ど
、
新
た

な
問
題
に
よ
る
地
域
力
の
低
下
も
今
日
の

課
題
で
す
。

こ
う
し
た
課
題
解
決
の
た
め
に
、
栗
東

に
住
む
人
・
関
わ
る
人
が
、
地
域
の
歴
史

文
化
を
構
成
す
る
要
素
に
気
づ
き
、
守
っ

て
い
く
こ
と
で
、
栗
東
の
歴
史
文
化
を
ふ

る
さ
と
の
資
産(

た
か
ら)

と
し
て
と
ら

え
、
保
存
・
活
用
・
運
用
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
す
。

今
回
作
成
し
て
い
る
「
栗
東
市
文
化
財

保
存
活
用
地
域
計
画
」
で
は
、
栗
東
の
豊

か
な
歴
史
文
化
を
舞
台
と
し
て
、継
続
的・

発
展
的
な
文
化
財
の
保
存
と
活
用
に
つ
な

げ
、
地
域
に
、
愛
着
や
誇
り
を
持
つ
こ
と

が
で
き
る
、
魅
力
あ
る
ふ
る
さ
と
づ
く
り

を
め
ざ
す
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
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歴
史
文
化
資
産
と
し
て

  
活
用
・
運
用
す
る

調
査

　
歴
史
文
化
要
素
を
、
歴
史
文
化
資
産
と

し
て
活
用
・
運
用
し
て
い
く
た
め
に
は
、

そ
の
価
値
を
見
出
し
、
明
ら
か
に
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
調
査

研
究
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
計
画
的
な
悉し

っ
か
い皆

調
査
、
詳
細
調
査
を
実
施
し
、
さ
ら
な
る

価
値
を
見
い
だ
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
成

果
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、
保
存
と
活
用

に
つ
な
げ
ま
す
。

保
存
・
継
承

　
こ
れ
ま
で
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
守
ら

れ
て
き
た
栗
東
の
歴
史
文
化
は
、
地
域
の

変
化
に
よ
り
そ
の
基
盤
が
揺
ら
い
で
い
ま

す
。
市
民
一
人
ひ
と
り
が
歴
史
文
化
と
そ

の
要
素
を
知
り
、
守
っ
て
い
く
こ
と
で
、

多
く
の
歴
史
文
化
要
素
を
資
産
と
し
て
蓄

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
好

循
環
に
よ
り
、
栗
東
に
住
む
す
べ
て
の
人

が
わ
が
ま
ち
栗
東
に
誇
り
を
持
ち
、
歴
史

文
化
を
「
み
ん
な
の
ふ
る
さ
と
」
の
よ
り

所
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
世
代
に
継
承

し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。

活
用
・
運
用

歴
史
文
化
要
素
は
、価
値
を
見
い
出
し
、

一
人
一
人
の
も
の
と
し
て
保
存
す
る
こ
と

で
、
活
用
・
運
用
で
き
る
歴
史
文
化
資
産

と
な
り
ま
す
。
歴
史
文
化
資
産
は
、
市
民

交
流
や
観
光
資
源
と
し
て
多
様
な
場
面
で

活
用
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
多
く
の
人
々
に
親
し
ん
で
も
ら

え
る
よ
う
、
栗
東
の
歴
史
文
化
の
特
徴
に

基
づ
い
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
化
し
ま
す
。

▲日向山古墳石室の石材調査

出
土
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
出
土

し
た
土
器
な
ど
の
整
理
を
行
っ

て
い
る
皆
さ
ん

（（
公
財
）栗
東
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
所
属
）

歴史文化要素の保存・活用についてお聞きしました
　
「
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計

画
」
で
は
歴
史
文
化
要
素
の
リ

ス
ト
作
成
に
関
わ
り
ま
し
た
。　

　
伝
統
行
事
な
ど
、
ま
だ
ま
だ

知
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
し
た
。

ふ
だ
ん
は
遺
跡
か
ら
見
つ
か

っ
た
土
器
を
修
復
し
た
り
図
面

に
す
る
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

発
掘
体
験
な
ど
で
子
ど
も
た
ち

に
も
実
際
の
土
器
な
ど
に
触
れ

る
体
験
会
な
ど
を
企
画
で
き
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　日向山古墳
（六地蔵・６世紀）
の石室を構成する
巨石の材質を調べ
ているところです。
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栗
東
の
歴
史
文
化
の

特
徴
を
知
る

「
栗
東
の
歴
史
文
化
」
と
は
、
栗
東
に

備
わ
る
歴
史
や
文
化
、
さ
ら
に
栗
東
独
自

の
風
土
に
よ
っ
て
育
ま
れ
て
き
た
人
々
の

知
恵
や
活
動
の
成
果
、
そ
れ
ら
が
存
在
す

る
時
間
・
空
間
、
さ
ら
に
は
自
然
的
・
地

理
的
な
環
境
を
も
把
握
し
た
概
念
で
す
。

歴
史
文
化
の
特
徴
は
栗
東
ら
し
さ
を
あ
ら

わ
し
ま
す
。

　
　
　
　
奥
深
い
山
か
ら
扇
状
地

　
　
　
　
変
化
に
富
ん
だ
地
形
に
　
　
　
　

　
　
　
　
多
様
な
歴
史
文
化
が
展
開

　
平
野
部
の
耕
作
地
で
は
野
洲
川
か
ら
の

取
水
に
よ
り
水
系
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

水
と
耕
作
地
、
集
落
と
の
関
わ
り
は
、
平

野
部
に
広
大
な
信
仰
圏
を
持
つ
大
宝
神
社

の
祭
礼
に
も
残
さ
れ
ま
す
。

　
金
勝
山
中
は
古
代
か
ら
山
林
修
行
の
地

で
、
平
安
時
代
に
は
金
勝
寺
の
伽
藍
が
整

備
さ
れ
ま
す
。

山
間
部
の
集
落
に
は
、
民
家
や
棚
田
、

祭
礼
な
ど
が
今
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
　
原
始
・
古
代
か
ら
現
代
ま
で

　
　
交
通
の
結
節
点

　
古
代
よ
り
都
と
東
国
を
結
ぶ
東
山
道
・

東
海
道
が
栗
東
の
地
を
通
過
し
、
多
様
な

も
の
や
情
報
が
行
き
交
い
ま
し
た
。
近
世

に
は
東
海
道
、中
山
道
が
整
備
さ
れ
ま
す
。

　
運
搬
さ
れ
る
資
源
と
技
術
の
往
来
や
受

け
入
れ
を
基
盤
と
し
て
原
始
・
古
代
よ
り

集
落
が
栄
え
ま
し
た
。

特 

徴

特 

徴

▲近世の街道文化を伝える大⻆家住宅

▲古墳時代中期の首長墓 椿山古墳

▲幽玄な山中の狛坂磨崖仏▲大宝神社境内社 追来神社本殿
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第
１
部 「
古
代
の
郡
衙
遺
跡
と
そ
の
性
格
」

講
師　
滋
賀
大
学
名
誉
教
授 

小
笠
原 

好
彦
さ
ん

第
２
部
「
栗
太
郡
の
郡
司
と
古
代
氏
族
」　

講
師　
成
安
造
形
大
学
非
常
勤
講
師  

大
橋 

信
弥
さ
ん

報
告
「
草
津
市
域
の
調
査
か
ら
」

草
津
市
教
育
委
員
会 

岡
田 

雅
人
さ
ん

報
告
修
了
後
は
、
講
演
・
報
告
者
に
よ
る
討
論

日
時　
３
月
19
日
㈯　
13
時
～
16
時
45
分

場
所　
Ｊ
Ａ
レ
ー
ク
滋
賀
栗
東
総
合
セ
ン
タ
ー 

多
目
的
ホ
ー
ル

定
員　

100 

人　
※
申
込
先
着
順

申
込
み　
メ
ー
ル
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
左
記
へ

主
催　
教
育
委
員
会
・(

公
財)

栗
東
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会　

協
力　
栗
東
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
観
光
ガ
イ
ド
協
会

い
ま
栗
太
郡
衙
を
考
え
る

〜
岡
遺
跡
発
掘
35
年
〜

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

歴史文化についてお聞きしました

歴史文化資産のサイクル

　
歴
史
文
化
を

　
未
来
に
つ
な
ぐ

栗
東
の
歴
史
文
化
を
形
成
す
る
歴
史

文
化
要
素
は
、調
査
し
て
価
値
を
見
出
し
、

さ
ら
に
そ
れ
を
保
存
す
る
こ
と
に
よ
り
、

歴
史
文
化
資
産
と
し
て
活
用
・
運
用
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

歴
史
文
化
資
産
の
サ
イ
ク
ル
は
、
栗

東
に
住
む
人
や
関
連
す
る
多
く
の
人
に
よ

り
、生
か
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

人
の
関
わ
り
が
、
歴
史
文
化
資
産
を
増
や

し
、
地
域
で
自
ら
の
歴
史
文
化
「
み
ん
な

の
ふ
る
さ
と
」
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
り

ま
す
。

　
昨
年
度
、
金
勝
地
域
を
歩
く

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
ま

し
た
。
神
社
や
遺
跡
ま
で
の
道

の
り
を
実
際
に
歩
い
て
み
る

と
、
身
近
な
と
こ
ろ
に
新
た

な
発
見
や
気
づ
き
が
あ
り
ま
し

た
。
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
し
や
す
い

よ
う
に
看
板
な
ど
が
あ
る
と
い

い
で
す
ね
。

　
栗
東
市
を
通
る
東
海
道
、
中

山
道
は
、
昔
か
ら
現
代
ま
で
交

通
の
要
衝
と
な
る
活
き
た
歴
史

文
化
資
産
で
す
。
街
道
か
ら
三

上
山
を
望
む
景
色
は
今
昔
変
わ

り
ま
せ
ん
。
栗
東
の
歴
史
文
化

を
後
世
に
も
言
い
伝
え
、
ふ
る

さ
と
を
守
っ
て
い
く
必
要
性
を

感
じ
て
い
ま
す
。

問
ス
ポ
ー
ツ
文
化
・
振
興
課 

文
化
財
保
護
係　
　

☎
５
５
１・０
１
３
１　
　

FAX
５
５
２・５
５
４
４　

メspobun@
city.ritto.lg.jp

栗
東
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
観
光
ガ
イ
ド

協
会
会
長

小
森 

鐘
二 

さ
ん

京
都
橘
大
学
３
回
生

佐
伯 

桃
樹 

さ
ん

▲大野神社楼門の見学

岡遺跡の復元図
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	名称未設定

