
産 地 名 地 域 産 品 組 合

01 長浜縮緬 長浜市 他 ちりめん、つむぎ
○浜縮緬工業協同組合
　〒526-0061 滋賀県長浜市祇園町871
　TEL.0749-62-4011

02 彦根バルブ 彦根市、犬上郡
愛荘町 他 水道用弁、産業用弁、船用弁

○滋賀バルブ協同組合
　〒522-0037 滋賀県彦根市岡町52
　TEL. 0749-22-4873

03 彦根仏壇 彦根市、米原市
愛荘町 他 仏壇、仏具

○彦根仏壇事業協同組合
　〒522-0063 滋賀県彦根市中央町3-8 彦根商工会議所3F
　TEL.0749-24-4022

04 彦根ファンデーション 彦根市 ブラジャー、ガードル、ショーツ、
ボディスーツ、キャミソール

○ひこね繊維協同組合
　〒522-0063 滋賀県彦根市中央町3-8 彦根商工会議所内
　TEL. 0749-22-4769

05 湖東麻織物 東近江市、
愛荘町 他

服地、不織布・芯地、縫製、染色整理加工、
原糸販売

○湖東繊維工業協同組合
　〒521-1221 滋賀県東近江市垣見町760
　TEL.0748-42-0398

06 甲賀・日野製薬 甲賀市、
日野町 他

医療用医薬品、一般用医薬品、
配置用家庭薬

○滋賀県製薬工業協同組合
　〒520-3433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場700
　TEL. 0748-88-3105

07 信楽陶器 甲賀市信楽町 外装タイル陶板、庭園用品類、食卓用品類
○信楽陶器工業協同組合
　〒529-1811 滋賀県甲賀市信楽町江田985
　TEL.0748-82-0831

08 高島綿織物 高島市 綿クレープ
厚織（ゴム工業資材他、帆布）

○高島織物工業協同組合
　〒520-1501 滋賀県高島市新旭町旭714-5
　TEL.0740-25-3551㈹

09 高島扇骨 高島市 扇骨、扇子
○滋賀県扇子工業協同組合
　〒520-1217 滋賀県高島市安曇川町田中89 高島市商工会内
　TEL.0740-32-1580

地

場

産

業

の

新

し

い

モ

ノ

語

り

メイド・イン・滋賀
MADE      SHIGAin

MADE      SHIGAin



01 

長な
が

浜は
ま

縮ち
り

緬め
ん

02 

彦ひ
こ

根ね

バ
ル
ブ 

03 

彦ひ
こ

根ね

仏ぶ
つ

壇だ
ん

04 

彦ひ
こ

根ね

フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョン

05 

湖こ

東と
う

麻あ
さ

織お
り

物も
の

06 

甲こ
う

賀か

・
日ひ

野の

製せ
い

薬や
く

07 

信し
が

楽ら
き

陶と
う

器き

08 

高た
か

島し
ま

綿め
ん

織お
り

物も
の

09 

高た
か

島し
ま

扇せ
ん

骨こ
つ

35791113151719

01

02
03
04

05

06

07

08

09

滋
賀
県
の
9
つ
の
地
場
産
業
を
訪
ね
ま
し
た
。

琵
琶
湖
を
は
じ
め
と
す
る
豊
か
な
自
然
か
ら
生
ま
れ
て
育
ま
れ
た
モ
ノ
。

歴
史
の
流
れ
で
始
ま
っ
て
磨
か
れ
た
モ
ノ
。

そ
れ
ぞ
れ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
り
ま
す
。

驚
く
の
は
先
人
の
知
恵
と
時
代
を
経
て
、人
か
ら
人
へ
と
引
き
継
が
れ
培
わ
れ
た
高
い
技
術
。

そ
れ
ら
の
集
積
が
地
場
産
業
へ
と
発
展
し
て
、滋
賀
県
の
経
済
を
こ
れ
ま
で
支
え
て
き
た
の
で
す
。

し
か
し
、今
や
成
熟
社
会
、た
く
さ
ん
の
モ
ノ
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、人
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
価
値
観
が
多
様
化
し
た
た
め
、

多
く
の
産
地
に
は
厳
し
い
風
が
吹
い
て
い
ま
す
。

│
│ 

高
い
技
術
力
を
活
か
し
て
、価
値
あ
る
新
し
い
魅
力
的
な
製
品
が
創
れ
な
い
だ
ろ
う
か 

│
│

産
地
で
は
そ
ん
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

メ
イ
ド
・
イ
ン
・
滋
賀
。

地
域
ブ
ラ
ン
ド
へ
の
発
展
を
目
指
す
、新
し
い
モ
ノ
語
り
の
始
ま
り
で
す
。

地場産業の新しいモノ語り

in



　

浜
ち
り
め
ん
は「
シ
ボ
」と
呼
ば
れ
る
、表

面
に
凹
凸
模
様
の
あ
る
絹
織
物
だ
。シ
ボ

は
生
地
に
美
し
い
光
沢
と
な
め
ら
か
な
肌

触
り
、染
色
の
染
ま
り
や
す
さ
を
生
み
出

す
。浜
ち
り
め
ん
は
無
地
ち
り
め
ん
と
し
て

出
荷
さ
れ
、主
に
着
物
と
し
て
仕
立
て
ら
れ

る
。そ
の
た
め
広
く
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い

な
い
が
、加
賀
友
禅
や
京
友
禅
に
も
使
わ
れ

る
最
高
級
品
な
の
で
あ
る
。絵
画
で
言
う

と
、キ
ャ
ン
バ
ス
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け

だ
。純
生
糸
だ
け
を
使
う
浜
ち
り
め
ん
の
一

つ
の
反
物
に
は
約
３
０
０
０
個
分
の
繭ま

ゆ

が
使

わ
れ
、製
品
と
な
る
ま
で
に
は
約
2
ヶ
月
を

要
す
る
と
い
う
。

　

織
物
と
は
経た

て

糸い
と

と
緯よ

こ

糸い
と

を
交
差
さ
せ
て

織
っ
た
布
。シ
ボ
は
強
い
※
撚よ

り
が
か
か
っ
た

△

生機

自
然
の
恵
み
と
技
か
ら
生
ま
れ
る

最
高
級
の
絹
織
物
”浜
ち
り
め
ん
“

N a g a h a m a  C h i r i m e n

緯
糸
が
、元
の
状
態
に
戻
ろ
う
と
す
る
時
、

が
っ
ち
り
ガ
ー
ド
し
て
い
る
経
糸
と
経
糸
の

間
で
盛
り
上
が
っ
た
時
に
で
き
る
。糸
の
太

さ
、本
数
、撚
り
の
強
さ
、方
向
な
ど
を
変

え
る
こ
と
で
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ボ
を
つ
く
る
こ

と
が
で
き
る
。歴
史
の
あ
る「
一ひ

と

越こ
し

ち
り
め

ん
」、シ
ボ
が
大
き
い「
古
代
ち
り
め
ん
」、主

力
商
品
で
あ
る「
変
わ
り
ち
り
め
ん
」を
は

じ
め
、こ
れ
ま
で
多
種
多
様
の
シ
ボ
が
開
発

さ
れ
て
き
た
。そ
の
種
類
は
30
を
越
え
る
。

言
葉
に
す
る
と
い
と
も
簡
単
な
よ
う
だ
が
、

シ
ボ
は
経
緯
合
わ
せ
て
何
万
本
と
い
う
極
細

の
生
糸
の
力
の
結
晶
な
の
だ
。糸
だ
け
で
こ

れ
だ
け
の
種
類
の
模
様
が
作
れ
る
の
は
驚

き
だ
。

　

経
糸
と
緯
糸
は
機は

た

屋や

と
呼
ば
れ
る
企
業

で
作
ら
れ
る
。緯
糸
に
強
い
撚よ

り
を
か
け

る
作
業
は
、長
浜
独
特
で
八は

っ
ち
ょ
う
ね
ん
し

丁
撚
糸（
水み

ず

撚よ

り
）と
い
う
。ま
ず
、生
糸
を
柔
ら
か
く
す
る

た
め
に
熱
湯
で
40
〜
50
分
炊
く
。そ
し
て
、

乾
燥
し
た
生
糸
を
強
く
撚
る
と
切
れ
や
す

い
た
め
、絶
え
ず
水
を
か
け
て
湿
ら
せ
、１

メ
ー
ト
ル
に
２
０
０
０
〜
３
５
０
０
回
と
い

う
撚
り
を
か
け
る
。水
は
伊
吹
山
の
雪
解

け
水
が
伏ふ

く
り
ゅ
う
す
い

流
水
と
な
っ
た
地
下
水
を
使
う
。

年
中
15
℃
で
安
定
し
、成
分
が
変
わ
ら
な
い

の
で
品
質
も
保
た
れ
る
。な
る
ほ
ど
、ち
り

め
ん
の
産
地
、京
都
丹
後
、新
潟
五ご

泉せ
ん

、い
ず

れ
も
雪
国
だ
。

　

出
来
た
生
地
は「
生き

機ば
た

」と
い
い
、組
合
が

運
営
す
る
精せ

い

練れ
ん

工
場
へ
運
ば
れ
る
。こ
の
時

の
生
機
は
ご
わ
ご
わ
と
し
て
い
る
が
、精
練

工
場
で
煮
沸
す
る
と
、セ
リ
シ
ン
と
い
う
生

糸
の
成
分
が
溶
け
て
柔
ら
か
く
な
る
。同
時

に
緯
糸
が
緩
ん
で
撚
り
を
戻
そ
う
と
し
て

シ
ボ
が
で
き
る
。こ
の
後
、洗
い
に
洗
っ
て
乾

か
す
と
、し
な
や
か
な
生
地
に
変
身
す
る
。

こ
こ
で
使
わ
れ
る
大
量
の
水
が
琵
琶
湖
の

軟
水
。湖
岸
か
ら
1
キ
ロ
先
、水
深
8
メ
ー

ト
ル
か
ら
汲
み
上
げ
て
い
る
。塩
類
の
含
有

量
が
少
な
い
軟
水
が
洗
濯
や
染
色
に
適
し

て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。そ
し
て
、

シ
ボ
が
崩
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
そ
の
日

の
う
ち
に
生
地
を
乾
か
し
て
し
ま
う
。

　

も
と
も
と
こ
の
地
域
に
は
広
大
な
桑
畑

が
広
が
り
養よ

う

蚕さ
ん

が
盛
ん
だ
っ
た
と
い
う
。江

戸
時
代
中
期
に
織
物
が
始
め
ら
れ
、彦
根

藩
の
手
厚
い
保
護
で
発
展
し
た
。時
代
を
経

て
、浜
ち
り
め
ん
が
生
ま
れ
、豊
か
な
水
と

織
物
に
欠
か
せ
な
い
湿
度
に
恵
ま
れ
た
風

土
で
育
ま
れ
た
。琵
琶
湖
の
さ
ざ
波
が
シ
ボ

に
、伊
吹
山
の
雪
が
純
白
の
織
物
に
な
る
。

浜
ち
り
め
ん
に
は
自
然
の
恵
み
と
先
人
の

知
恵
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。

　

ま
ち
ぐ
る
み
に
よ
る
着
物
人
口
を
増
や

す
イ
ベ
ン
ト
。純
白
の
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
、

洋
服
、小
物
の
創
作
。産
地
直
販
の
構
想
。

着
物
離
れ
を
懸
念
し
て
、産
地
で
は
さ
ま
ざ

ま
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。伝
統
を

活
か
し
て
、浜
ち
り
め
ん
は
こ
れ
か
ら
ど
ん

な
色
に
染
ま
って
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

（
取
材
：
２
０
０
８
年
１
月
）

※撚る：ねじりあわせる。

△

生糸

△

機屋

△

精練工場

△ 右撚りか左撚りかを区別
するための管

△ 生糸を巻きつけた
韋枠（ぬきわく）

長な

が

浜は

ま

縮ち

り

緬め

ん

【地域】 長浜市 他

【主な製品】
ちりめん、つむぎ

【問い合わせ】
浜縮緬工業協同組合
〒526-0061 滋賀県長浜市祇園町871
TEL.0749-62-4011　FAX.0749-65-2695
http://www.biwa.ne.jp/~hama-co/
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安
全
に
流
れ
を
制
御
し
、

暮
ら
し
や
産
業
を
支
え
る
。

　

バ
ル
ブ
っ
て
…
…
？
と
言
う
人
は
多
い
だ

ろ
う
。バ
ル
ブ
と
は
管
な
ど
を
流
れ
る
気
体

や
液
体
の
出
入
り
を
止
め
た
り
、流
れ
を

調
整
す
る
た
め
の
装
置
を
い
う
。一
番
身
近

な
も
の
は
水
道
の
蛇
口
で
あ
る
。彦
根
で
生

産
さ
れ
て
い
る
バ
ル
ブ
は
、水
道
用
バ
ル
ブ
、

産
業
用
バ
ル
ブ
、船
舶
用
バ
ル
ブ
と
いっ
た
大

型
が
主
流
だ
。ま
ず
水
道
バ
ル
ブ
は
上
水

道
、下
水
道
、工
業
用
水
、農
業
用
水
な
ど

の
配
管
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。産
業
用
バ
ル

ブ
は
製
鉄
、ガ
ス
、パ
ル
プ
、食
品
、電
力
、石

油
な
ど
な
ど
、工
場
の
機
械
の
配
管
に
用
い

ら
れ
て
い
る
。船
舶
用
バ
ル
ブ
は
タ
ン
カ
ー
、

コ
ン
テ
ナ
船
、客
船
、漁
船
、貨
物
船
な
ど
の

配
管
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。す
べ
て
の
配
管
に

は
必
ず
、要
所
要
所
に
バ
ル
ブ
が
取
り
付
け

ら
れ
て
い
る
。工
事
を
行
う
時
や
万
が
一
、

異
常
が
発
生
し
た
ら
、一
番
近
い
場
所
の
バ

ル
ブ
を
絞
っ
て
、気
体
や
液
体
の
流
れ
を
止

め
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
。毎
日
私
た

ち
が
不
自
由
な
く
使
っ
て
い
る
水
や
ガ
ス
な

ど
も
バ
ル
ブ
に
見
守
ら
れ
、配
管
を
通
っ
て
い

る
。日
常
で
は
直
接
目
に
す
る
こ
と
は
な
い

が
、バ
ル
ブ
は
全
国
、世
界
の
あ
ら
ゆ
る
場
所

で
活
躍
し
て
い
る
、い
わ
ば
縁
の
下
の
力
持

ち
な
の
だ
。

　

で
は
、な
ぜ
彦
根
が
産
地
に
な
っ
た
の
か
。

こ
れ
は
明
治
20
年
頃
、門
野
留
吉
と
い
う

仏
具
装
身
具
の
錺か

ざ
り
か
な
ぐ

金
具
職
人
が
信
州
の
製

糸
工
場
か
ら
蒸
気
※
カ
ラ
ン
の
製
作
を
頼
ま

れ
、錺
金
具
の
技
術
を
活
か
し
て
注
文
に
応

え
た
の
が
き
っ
か
け
だ
と
伝
わ
っ
て
い
る
。城

下
町
彦
根
は
江
戸
時
代
以
降
、武
器
を
つ

く
っ
て
い
た
職
人
が
仏
壇
づ
く
り
に
転
身
し

た
と
伝
わ
り
、彦
根
仏
壇
の
産
地
と
し
て
も

名
高
い
。

　

そ
の
後
、同
族
の
分
家
や
の
れ
ん
分
け
に

よ
っ
て
業
者
数
が
増
え
、日
本
の
近
代
工
業

化
に
と
も
な
って
バ
ル
ブ
産
業
が
発
展
し
た
。

現
在
、27
社
前
後
の
ブ
ラ
ン
ド
メ
ー
カ
ー
と

そ
れ
を
支
え
る
約
１
２
０
社
か
ら
な
る
関

連
企
業
で
業
界
を
構
成
し
、従
業
員
は
合

わ
せ
て
約
１
，７
０
０
名
に
な
る
。メ
ー
カ
ー

は
全
国
に
も
あ
る
が
、こ
れ
だ
け
の
企
業
が

集
積
す
る
産
地
は
全
国
唯
一
で
あ
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
配
管
で
使
わ
れ
る
バ
ル
ブ
は

用
途
に
よ
っ
て
多
種
多
様
で
あ
る
。発
注
に

応
じ
て
当
然
工
程
も
変
わ
る
た
め
、高
度
な

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
が
必
要
と
な
る
。工
程
は

大
き
く
鋳
造
・
組
み
立
て
・
加
工
に
分
か

れ
、機
械
化
は
さ
れ
て
い
る
が
、要
所
は
人

間
に
よ
る
長
年
積
み
重
ね
ら
れ
た
勘
に
よ

る
作
業
が
欠
か
せ
な
い
。人
材
育
成
に
は
お

よ
そ
10
年
か
か
る
と
い
う
。た
と
え
０
．０
１

ミ
リ
の
空
間
で
あ
っ
て
も
圧
力
が
か
か
る
と

気
体
や
液
体
が
漏
れ
る
。そ
れ
を
許
さ
な
い

技
術
と
検
査
に
は
厳
し
い
目
が
光
る
。

　

近
年
、厚
生
労
働
省
は
水
道
水
の
安
全

性
を
高
め
る
た
め
、水
道
施
設
に
使
用
さ
れ

る
機
器
か
ら
溶
出
す
る
物
質
の
溶
出
基
準

を
強
化
し
た
。そ
こ
で
彦
根
バ
ル
ブ
で
は
バ

ル
ブ
の
材
料
と
し
て
、鉛
を
含
ま
な
い
銅
合

金
鋳
物
を
開
発
し
た
。名
称
は「
ビ
ワ
ラ
イ

ト
」。関
西
大
学
、滋
賀
県
東
北
部
工
業
技

術
セ
ン
タ
ー
と
共
同
で
開
発
を
行
い
、約
7

年
を
か
け
て
、目
標
ど
お
り
の
試
作
品
が
完

成
、製
法
特
許
を
取
得
し
た
。高
価
で
稀
少

な
合
金
化
元
素
を
使
用
し
な
い
こ
と
で
コ
ス

ト
ア
ッ
プ
を
抑
え
て
い
る
。鋳
造
性
が
良
い
、

つ
ま
り
汎
用
性
に
優
れ
る
。再
溶
解
が
可
能

（
リ
サ
イ
ク
ル
が
可
能
）で
環
境
に
配
慮
で

き
る
。そ
し
て
、従
業
員
の
健
康
面
の
安
全

※ カラン：オランダ語で蛇口を意味する。

性
を
向
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
、と
いっ
た

特
性
を
持
つ
。現
在
、Ｊ
Ｉ
Ｓ
化
へ
向
け
た

各
種
試
験
を
実
施
中
。

　

さ
ら
に
は
も
っ
と
美
味
し
い
水
を
届
け
た

い
と
浄
水
装
置
の
開
発
に
も
取
り
組
ん
で
い

る
。縁
の
下
の
力
持
ち
は
さ
ら
に
パ
ワ
ー
ア
ッ

プ
し
て
い
く
。そ
ん
な
日
本
と
世
界
の
暮
ら

し
と
産
業
を
支
え
る
産
業
が
、滋
賀
に
あ
る

こ
と
は
誇
り
だ
。

（
取
材
：
２
０
０
７
年
12
月
）

△

ビワライトを応用した試作品

彦ひ

こ

根ね

バ
ル
ブ

【地域】 彦根市、犬上郡、愛荘町 他

【主な製品】
水道用弁、産業用弁、船用弁

【問い合わせ】
滋賀バルブ協同組合
〒522-0037 滋賀県彦根市岡町52 
TEL. 0749-22-4873　FAX.0749-22-0463
http://www.shiga-vl.jp/
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手
か
ら
手
へ
、

匠
の
技
か
ら
生
ま
れ
る
結
晶

　

時
は
江
戸
時
代
。徳
川
幕
府
が
安
定
し
、

泰た
い

平へ
い

の
時
代
を
迎
え
る
。や
が
て
戦い

く
さが

な
く

な
り
、彦
根
の
城
下
町
で
は
武
器
を
製
作

し
て
い
た
職
人
が
技
術
を
活
か
し
て
仏
壇

づ
く
り
を
は
じ
め
た
。幕
府
が
キ
リ
ス
ト
教

を
禁
止
し
た
た
め
異
教
徒
で
な
い
証
拠
と

し
て
、民
家
に
仏
壇
を
設
け
る
よ
う
に
な
っ

た
の
も
こ
の
頃
か
ら
だ
と
い
う
。仏
壇
づ
く

り
は
彦
根
藩
の
保
護
の
も
と
分
業
で
行
わ

れ
、城
下
町
と
中
山
道
を
結
ぶ
、通
称「
七な

な

曲ま
が

が
り
」に
職
人
が
集
ま
っ
て
暮
ら
す
よ
う

に
な
っ
た
。城
下
へ
入
る
人
々
は
必
ず
こ
こ
を

通
っ
た
た
め
、商
売
も
や
り
や
す
く
、い
ろ
い

ろ
な
物
資
や
情
報
が
行
き
交
っ
た
こ
と
だ
ろ

う
。資
料
は
残
っ
て
い
な
い
が
、彦
根
仏
壇
の

起
源
は
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。現

在
も
七
曲
が
り
に
は
仏
壇
の
製
作
・
販
売

店
が
軒
を
並
べ
る
。文
字
通
り
、道
は
何
度

も
L
字
に
曲
が
り
、敵
の
進
入
を
阻
む
、当

時
の
面
影
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
。

　

彦
根
仏
壇
は
当
時
の
分
業
を
引
き
継

ぎ
、部
品
が
七
種
の
職
人
か
ら
職
人
へ
移
動

し
て
完
成
さ
れ
る
。こ
れ
を
工こ

う
ぶ
な
な
し
ょ
く

部
七
職
と
い

う
。そ
の
た
め
部
品
は「
ほ
ぞ
組
み
」と
い
う

分
解
可
能
な
構
造
に
な
って
い
る
。

　
「
木き

地じ

師し

」欅け
や
き、

檜ひ
の
き、

杉
な
ど
の
木
材
を

吟
味
し
て
、仏
壇
の
本
体
を
作
る
。設
計
図

は
な
く
、注
文
に
よ
っ
て「
杖つ

え

」と
呼
ば
れ
る

棒
を
新
し
く
作
って
製
作
す
る
。

　
「
宮く

う

殿で
ん

師し

」１
６
０
０
種
に
も
及
ぶ
小
さ

な
木
片
の
部
品
を
造
り
、組
み
立
て
て
柱
や

屋
根
を
造
る
。

　
「
彫

ち
ょ
う

刻こ
く

師し

」仏
壇
の
装
飾
部
に
花
・
仏
・

鳥
な
ど
を
１
０
０
種
の
彫
刻
刀
を
使
い
分

け
、丹
念
に
彫
り
あ
げ
て
い
く
。

　

 

「
漆う

る
し
ぬ
り
し

塗
師
」漆
塗
り
を
す
る
こ
と
で
材
木

の
耐
久
性
を
高
め
る
。下
地
↓
中
塗
↓
上

塗
の
順
で
漆
を
塗
り
、さ
ら
に
研
ぎ
だ
し
、

磨
く
と
い
う
20
工
程
の
作
業
が
あ
る
。木
材

の
木
目
が
見
え
る
よ
う
に
塗
る「
木
目
出
し

塗
り
」は
彦
根
仏
壇
の
特
徴
で
あ
る
。

　
「
蒔ま

き

絵え

師し

」漆
な
ど
で
下
絵
を
描
き
、そ

の
上
に
金
粉
、銀
粉
、貝
な
ど
を
蒔
き
、研
い

で
、磨
い
て
、仕
上
げ
の
線
を
加
筆
し
て
仕

上
げ
る
。豪
華
さ
や
立
体
感
を
出
す
技
法
は

「
泥
盛
り
」と
呼
ば
れ
る
。

　
「
金き

ん

箔ぱ
く

押お
し

師し

」仏
壇
の
単
位
は「
本
」、仏

壇
一
本
に
千
枚
以
上
の
金
箔
を
一
枚
づ
つ

張
り
付
け
る
。息
づ
か
い
に
も
気
を
遣
う
繊

細
な
作
業
で
あ
る
。

　
「
錺か

ざ
り
か
な
ぐ

金
具
師し

」真
鍮
板
や
銅
板
に
タ
ガ
ネ

を
使
っ
て
彫
金（
手
彫
り
や
手
加
工
）し
装

飾
金
具
を
造
る
。一
本
の
仏
壇
に
３
０
０
〜

８
０
０
の
金
具
が
使
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
て
七
種
の
職
人
が
製
作
し
た
部

品
は
仏
壇
問
屋
が
組
み
立
て
、仕
上
げ
を

行
っ
て
、よ
う
や
く
一
本
の
仏
壇
が
で
き
あ

が
る
。い
ず
れ
も
決
し
て
機
械
化
で
き
な
い
、

熟
練
の
技
を
要
す
る
手
仕
事
だ
。製
作
に

は
2
ヶ
月
、長
い
と
2
年
か
か
る
も
の
も
あ

る
と
い
う
。

　

今
は
葬
祭
を
機
に
購
入
す
る
場
合
が
大

半
で
、仏
壇
が
本
来
の
仏
教
崇
拝
で
は
な
く

故
人
崇
拝
の
た
め
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

昔
は
ほ
と
ん
ど
の
家
に
仏
壇
が
あ
り
、ご
先

祖
様
に
手
を
合
わ
せ
、時
に
仏
教
の
教
え
に

耳
を
傾
け
た
。祖
父
母
も
同
居
が
普
通
で

家
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て

き
た
。核
家
族
化
、価
値
観
が
ず
い
ぶ
ん
変

わ
り
、信
仰
心
と
と
も
に
人
間
関
係
も
薄

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。人
の

△

大型、漆塗りと金箔押しが施された豪華な作りが特徴の彦根仏壇は高級仏壇として知られている。

△ 合収壇（ごうしゅうだん）
 新商品として開発された、仏間の
スペースを埋める収納家具。

△ ぶつま淡海：フローリングの部屋に合うユニット式仏間。

△ 七曲がり：城下町独特の町並みが今も残る。

△ 上から木地師、宮殿師、彫刻師、漆塗
師、蒔絵師、金箔押師、錺金具師

ゆ
が
ん
だ
心
が
引
き
起
こ
す
悲
痛
な
事
件

が
後
を
断
た
な
い
。産
地
で
は
伝
統
を
守
り

な
が
ら
、同
時
に
仏
壇
の
あ
り
方
を
見
つ
め

直
し
て
い
る
。

（
取
材
：
２
０
０
８
年
１
月
）

彦ひ

こ

根ね

仏ぶ

つ

壇だ

ん

【地域】 彦根市、米原市、愛荘町 他

【主な製品】
仏壇、仏具

【問い合わせ】
彦根仏壇事業協同組合
〒522-0063 滋賀県彦根市中央町3-8
彦根商工会議所3F
TEL.0749-24-4022　FAX.0749-26-0559
http://www.biwako.ne.jp/~butsudan/index.html
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フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
と
言
っ
て
も
化
粧
品

と
は
違
う
。本
来
の
下
着
の
役
割
に
加
え
、

体
型
を
整
え
理
想
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
に

近
づ
け
る
ア
イ
テ
ム
の
こ
と
を
言
う
。ブ
ラ

ジ
ャ
ー
、コ
ル
セ
ッ
ト
、ガ
ー
ド
ル
な
ど
が
そ
う

で
あ
る
。ち
な
み
に
キ
ャ
ミ
ソ
ー
ル
と
いっ
た

装
飾
的
な
下
着
は
ラ
ン
ジ
ェ
リ
ー
、パ
ジ
ャ
マ

は
ナ
イ
ト
ウ
ェ
ア
と
さ
れ
て
い
る
。彦
根
フ
ァ

ン
デ
ー
シ
ョ
ン
の
製
品
は
下
着
が
ほ
と
ん
ど

だ
が
、ぬ
い
ぐ
る
み
、介
護
用
品
な
ど
、な
ん

で
も
縫
え
る
と
い
う
ほ
ど
加
工
技
術
の
幅

が
広
い
の
が
特
徴
だ
。   

　

明
治
時
代
、政
府
は
富
国
強
兵
策
の
一

環
と
し
て
、地
方
各
地
に
お
け
る
繊
維
工

業
に
力
を
入
れ
だ
し
、彦
根
に
も
製
糸
工

質
の
高
さ
＋
新
し
い
感
性
の

ブ
ラ
ン
ド
発
信

H i kone  Founda t ion

場
が
相
次
い
で
建
て
ら
れ
た
。そ
の
後
、彦

根
は
足
袋
の
優
れ
た
仕
上
げ
で
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、戦
後
の
洋
装
化
と
ス

ト
ッ
キ
ン
グ
の
登
場
に
よ
り
窮
地
に
立
た
さ

れ
た
。工
場
に
残
っ
た
の
は
多
く
の
ミ
シ
ン
と

女
子
従
業
員
。「
ミ
シ
ン
が
縫
え
る
女
子
が

こ
れ
だ
け
い
る
の
だ
か
ら
、何
か
で
き
る
は

ず
」と
思
い
立
っ
た
の
が
、洋
服
が
定
着
し
た

た
め
必
要
に
な
っ
た
ブ
ラ
ジ
ャ
ー
の
生
産
だ
っ

た
。当
時
は
ブ
ラ
ジ
ャ
ー
自
体
の
認
知
が
低

く
、需
要
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、昭
和
27

年（
１
９
５
２
）の
ア
メ
リ
カ
へ
の
輸
出
に
よ
り

フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョン
の
縫
製
地
と
し
て
大
き
く

飛
躍
し
た
。

　

し
か
し
、ま
た
も
暗
雲
が
た
ち
こ
め
た
…
。

昭
和
32
年
、日
本
製
の
ブ
ラ
ウ
ス
が
あ
ま
り

に
大
量
に
輸
出
さ
れ
た
め
、ア
メ
リ
カ
が
輸

入
規
制
を
か
け
た
。そ
こ
で
ブ
ラ
ウ
ス
の
二

の
舞
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
と
、各
メ
ー
カ
ー

は
自
主
規
制
に
乗
り
出
し
た
。こ
の
後
、本

格
的
な
輸
出
規
制
と
な
り
、再
び
生
産
は

国
内
向
き
に
切
り
替
わ
って
いっ
た
。そ
ん
な

度
重
な
る
困
難
を
乗
り
越
え
る
間
に
も
彦

根
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョン
は
技
術
を
磨
き
、今
日

に
至
る
。

　
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョン
の
工
程
は
大
き
く
、「
企

画
・
デ
ザ
イ
ン
」「
裁
断
」「
縫
製
」に
分
か

れ
る
。ボ
デ
ィ
ラ
イ
ン
を
美
し
く
引
き
出
す

機
能
に
加
え
、多
種
多
様
の
好
み
に
対
応
で

き
る
よ
う
に
企
画
と
デ
ザ
イ
ン
を
常
に
考
え

て
い
る
。標
準
の
ブ
ラ
ジ
ャ
ー
で
パ
ー
ツ
は
30

枚
。裁
断
は
平
面
の
生
地
を
立
体
の
ボ
デ
ィ

に
フ
ィ
ッ
ト
さ
せ
る
た
め
に
、よ
り
美
し
く
よ

り
自
然
に
仕
上
げ
る
高
度
な
技
術
が
要
求

さ
れ
る
。特
に
左
右
の
カ
ッ
プ
に
施
す
、一
対

の
レ
ー
ス
の
柄
を
ぴっ
た
り
合
わ
せ
る
の
は
熟

練
を
要
す
る
と
い
う
。そ
し
て
、デ
ザ
イ
ン
と

裁
断
の
美
し
さ
を
最
大
限
に
活
か
す
技
術

を
必
要
と
す
る
の
が
縫
製
。ブ
ラ
ジ
ャ
ー
だ

と
25
〜
36
の
工
程
が
あ
り
、一
人
が
4
、5

つ
の
工
程
を
受
け
持
つ
。同
じ
ミ
シ
ン
の
よ
う

に
見
え
て
も
10
種
類
ほ
ど
あ
る
と
い
う
。平

面
と
立
体
面
を
つ
な
ぐ
、カ
ー
ブ
を
つ
け
る
と

いっ
た
縫
製
に
は
経
験
で
し
か
養
う
こ
と
が

で
き
な
い
感
覚
が
必
要
だ
。綿
や
絹
、化
学

繊
維
、混
紡
な
ど
素
材
も
さ
ま
ざ
ま
。柔
ら

か
い
、伸
び
や
す
い
と
いっ
た
素
材
の
特
徴
を

熟
知
し
て
、独
自
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
駆
使
す
る
。

　

昨
今
、海
外
か
ら
の
低
価
格
商
品
が
数

多
く
流
通
し
、産
地
は
新
た
な
課
題
を
抱

え
て
い
る
。そ
こ
で
産
地
一
丸
と
な
っ
て
乗

り
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
が
、産
地
ブ
ラ
ン

ド
展
開
だ
。彦
根
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョン
の
高
品

質
に
新
し
い
感
性
を
プ
ラ
ス
し
た
オ
リ
ジ
ナ

ル
ブ
ラ
ン
ド
の
発
信
を
目
指
す
。い
つ
か
彦

根
ブ
ラ
ン
ド
に
身
を
包
ん
だ
女
性
は
、き
っ

と
内
面
か
ら
出
る
美
し
さ
で
輝
い
て
見
え

る
だ
ろ
う
。

（
取
材
：
２
０
０
７
年
12
月
）

彦ひ

こ

根ね

フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョン

【地域】 彦根市

【主な製品】
ブラジャー、ガードル、ショーツ
ボディスーツ、キャミソール

【問い合わせ】
ひこね繊維協同組合
〒522-0063 滋賀県彦根市中央町3-8
彦根商工会議所内
 TEL. 0749-22-4769　FAX.0749-22-4772
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△（上）櫛押捺染に使う弓形の木片 （下）細長い段ボールを重ね合わせ、束にした手作りの羽定規

△

図案

　

周
囲
を
山
々
で
囲
ま

れ
、川
の
清
水
が
び
わ
湖
へ

そ
そ
ぐ
。平
野
は
豊
か
な

水
を
満
た
す
湖
面
か
ら

の
湿
っ
た
空
気
で
潤
う
。

滋
賀
は
こ
の
湿
度
の
お
か

げ
で
昔
か
ら
織
物
が
盛
ん

と
な
り
、今
日
の
繊
維
産

地
へ
と
発
展
し
て
き
た
。

湖
東
麻
織
物
も
そ
の
一

つ
。起
源
は
は
っ
き
り
と
は

し
て
い
な
い
が
、鎌
倉
時

代
に
麻
布
が
織
ら
れ
て
い

た
と
い
う
記
録
が
残
さ
れ

て
い
る
。麻
の
原
料
で
あ

る
良
質
の
※
苧

か
ら
む
しが

近
隣
で

採
れ
、地
域
の
ま
ん
中
を

流
れ
る
愛え

知ち

川が
わ

に
恵
ま
れ
て
、麻
織
物
が
根

付
い
た
と
い
う
。特
に
麻
糸
は
乾
燥
す
る
と

切
れ
や
す
い
た
め
、適
切
な
湿
度
が
欠
か
せ

な
い
。

　

江
戸
時
代
に
は
農
業
の
副
業
と
し
て
彦

根
藩
の
手
厚
い
保
護
の
も
と
で
発
展
し
、近

江
商
人
に
よ
り
全
国
に
販
売
さ
れ
て
、そ
の

名
を
高
め
た
。今
や
高
価
な
麻
は
当
時
に

す
れ
ば
普
段
着
で
、近
江
商
人
も
麻
の
着

物
を
身
に
ま
と
っ
て
行
脚
し
た
。明
治
時
代

に
生
産
量
は
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
が
、生
活
様

式
の
変
化
と
経
済
不
況
の
影
響
で
大
正
時

※ 苧：苧の茎の繊維から糸を作る。
※ 平織り：経糸と緯糸が交互に1本ずつ表
と裏に現れる織り方。
※ 地機：日本で最も原始的な織り機。
※ 絣：かすれたような部分を規則的に配し
た模様。またその模様のある織物。

※ 手績み：麻の繊維を手で繋いで、糸を製
作する技術。

※ 伝統工芸士：通商産業大臣の認定資格
で、通商産業大臣指定の伝統工芸品に
製造に従事する者のうち試験合格者に与
えられる称号。

代
に
入
る
と
生
産
量
は
激
減
。洋
風
化
と

い
う
大
き
な
社
会
の
流
れ
に
対
応
で
き
ず
、

昭
和
に
入
っ
て
も
生
産
量
は
回
復
し
な
か
っ

た
。そ
う
し
た
な
か
、昭
和
52
年
に「
近
江

上
布
」と
し
て
日
本
の
伝
統
工
芸
品
に
指
定

さ
れ
る
。

　
「
近
江
上
布
」は
麻
織
物
の
中
で
特
に
細

い
糸
を
※
平
織
り
し
た
麻
織
物
の
最
高
級

品
を
指
す
。彦
根
藩
に
上
納
さ
れ
て
い
た

上
等
の
布
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
そ
う
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
わ
る
。伝
統
的
な
製

造
工
程
は
※
地ぢ

機ば
た（

居い

座ざ

り
機ば

た

）で
織
る「
生き

平び
ら

」と
染
色
し
た
絣
糸
で
織
る「
※
絣か

す
り」に

大

別
さ
れ
、絣
は
さ
ら
に「
縮ち

ぢ
み

」に
分
か
れ
る
。

近
江
上
布
独
特
の
仕
上
げ
方
法
で
あ
る
縮

は
、麻
の
欠
点
と
い
わ
れ
る
シ
ワ
を
活
か
し

た
技
法
だ
。強
い
撚よ

り
を
か
け
た
緯よ

こ

糸い
と

を

使
っ
て
織
り
上
げ
、手
も
み
作
業
に
よ
っ
て

緯
糸
が
撚
り
を
戻
そ
う
と
経た

て

糸い
と

の
間
か
ら

出
よ
う
と
し
て
で
き
る
凹
凸
模
様「
シ
ボ
」

を
出
し
た
も
の
。人
の
手
で
丁
寧
に
揉
み
上

げ
る
こ
と
で
機
械
で
は
出
せ
な
い
、味
わ
い
の

あ
る
シ
ボ
を
生
み
出
す
。

　

生
平
は
経た

て

糸い
と

に
苧ち

ょ

麻ま

糸
を
、緯よ

こ

糸い
と

に
※
手て

績う

み
し
た
大
麻
を
使
用
す
る
の
が
特
徴
。

絣
の
特
徴
は
櫛く

し

押お
し

捺な

染せ
ん

と
型
紙
捺
染
と
い

う
絣
糸
の
染
色
技
術
。近
江
上
布
は
経
糸

を
櫛
押
捺
染
で
、緯
糸
を
型
紙
捺
染
で
染

め
る
。櫛
押
捺
染
は
絣
柄
の
図
案
通
り
に

作
成
さ
れ
た
羽は

定じ
ょ
う
ぎ規

を
用
い
て
糸
に
墨
付

け
し
、櫛
の
形
に
似
た
木
片
に
染
料
を
つ

け
、先
に
墨
付
け
し
た
印
と
印
の
間
を
印

捺
す
る
。一
方
、型
紙
捺
染
は
着
尺
幅
の
金

枠
に
糸
を
巻
き
付
け
、柄
彫
り
し
た
型
紙

を
置
き
、染
め
て
い
く
。そ
し
て
、経
糸
と
緯

糸
を
高た

か

機は
た（

手て

織お
り

機ば
た

）に
か
け
、柄
を
合
わ

せ
て
織
り
あ
げ
て
い
く
。異
な
っ
た
技
法
で

染
色
さ
れ
た
経
糸
と
緯
糸
に
よ
って
他
の
型

染
め
に
は
な
い
素
朴
で
和
ら
い
だ
絣
模
様
が

出
来
る
と
い
う
。絣
模
様
が
ず
れ
な
い
よ
う

に
織
り
上
げ
て
い
く
の
は
至
難
の
業
だ
。染

め
・
織
り
の
す
べ
て
が
手
作
業
で
、一
反
仕

上
げ
る
の
に
2
ヶ
月
近
く
か
か
る
。そ
れ
ぞ

れ
の
作
業
は
そ
れ
ぞ
れ
の
※
伝
統
工
芸
士
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。技
法
を
修
得
す
る

に
は
10
年
は
か
か
り
、伝
統
の
技
を
今
に
伝

え
て
い
る
の
は
2
軒
だ
け
に
な
って
し
ま
っ
た

と
い
う
。

　

産
地
で
は
、こ
う
し
た
近
江
上
布
の
伝
統

技
術
を
守
り
つ
つ
も
、ち
ぢ
み
や
絣
な
ど
の

伝
統
技
術
を
応
用
し
た
新
し
い
商
品
へ
の

展
開
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。時

代
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
新
し
い
素
材
の
開

発
か
ら
、感
性
的
な
付
加
価
値
を
高
め
る
た

め
の
デ
ザ
イ
ン
開
発
ま
で
、新
た
な
取
り
組

み
を
進
め
な
が
ら
、「
近
江
の
麻
」ブ
ラ
ン
ド

の
確
立
を
目
指
し
て
い
る
。

　

麻
織
物
は
天
然
繊
維
の
中
で
最
も
涼
風

感
が
あ
り
、夏
に
最
適
な
素
材
で
あ
る
が
、

独
特
の
風
合
い
が
秋
冬
用
素
材
と
し
て
も

注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
。素
材
で
モ
ノ
や
服

を
選
ん
で
み
た
い
。麻
織
物
は
そ
ん
な
気
に

な
る
魅
力
を
持
って
い
る
。

（
取
材
：
２
０
０
７
年
12
月
）

湖こ

東と

う

麻あ

さ

織お

り

物も

の

05

【地域】 東近江市、愛荘町 他

【主な製品】
服地、不織布・芯地、縫製、
染色整理加工、原糸販売

【問い合わせ】
湖東繊維工業協同組合
〒521-1221 滋賀県東近江市垣見町760
TEL.0748-42-0398
FAX.0748-42-3989
http://www.biwa.ne.jp/~kotosen/

人
と
環
境
に
や
さ
し
い
、

天
然
素
材
に
こ
だ
わ
っ
た
”近
江
の
麻
“
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た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。現
在
、正
野
家
は

当
時
の
店
舗
と
作
業
場
の
面
影
を
色
濃
く

残
し
て
、観
光
案
内
所
と
休
憩
所
を
兼
ね

た
日
野
ま
ち
か
ど
感
応
館
と
し
て
再
活
用

さ
れ
て
い
る
。

　

明
治
末
期
に
は
甲
賀
・
日
野
地
域
で

次
々
に
会
社
が
設
立
さ
れ
、製
造
業
者
51

戸
、薬
店
１
１
０
戸
、行
商
を
す
る
者
が

４
０
０
名
余
り
に
も
増
え
た
。昭
和
期
に
は

設
備
の
近
代
化
が
進
み
、販
路
も
国
内
ば
か

り
で
な
く 

ア
ジ
ア
諸
国
に
ま
で
広
が
り
、滋

賀
県
の
家
庭
薬
工
業
は
富
山
、奈
良
と
並
ん

で
三
大
配
置
薬
県
と
し
て
発
展
し
た
。

　

一
方
で
、薬
事
法
の
公
布
、国
の
基
準
、環

　

滋
賀
に
製
薬
産
業
が
あ
る
こ
と
を
知

ら
な
か
っ
た
人
も
い
る
だ
ろ
う
。産
地
で

は
知
名
度
ア
ッ
プ
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。

２
０
１
０
年
に
は
念
願
の「
く
す
り
資
料
館

（
仮
称
）」が
建
設
さ
れ
る
。歴
史
の
紹
介

や
資
料
の
展
示
だ
け
で
は
な
く
、体
験
学

習
型
と
、美
と
健
康
の
テ
ー
マ
館
に
す
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
進
行
し
て
い
る
。ま
ず
は
地

元
か
ら
、甲
賀
・
日
野
製
薬
は
こ
れ
か
ら
も

人
々
の
健
康
を
見
守
り
つ
づ
け
て
い
く
。

（
取
材
：
２
０
０
７
年
12
月
）

人
々
の
健
康
を
見
守
る

滋
賀
の
く
す
り

　

滋
賀
の
薬
の
歴
史
は
遙
か
古
代
に
さ
か

の
ぼ
る
。

「
あ
か
ね
さ
す
紫む

ら
さ
き
の野

ゆ
き
し
め
野
ゆ
き

野の

守も
り

は
み
ず
や
君
が
袖
ふ
る
」

　

額ぬ
か
た
の
お
お
き
み

田
王
が
大お

お
あ
ま
の

海
人
皇お

う

子じ

に
お
く
っ
た
、有

名
な
こ
の
和
歌
は
蒲
生
野（
現
在
の
東
近
江

市
）で
行
わ
れ
た「
く
す
り
が
り
」の
時
、詠

ま
れ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。古
代
人

は
病
気
に
な
っ
た
り
、怪
我
を
し
た
時
、苦

し
ま
ぎ
れ
に
そ
の
辺
り
に
あ
る
草
や
木
の

皮
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
食
べ
、長
い
間
の

経
験
か
ら
薬
草
の
知
識
を
積
み
上
げ
て
いっ

た
と
想
像
さ
れ
る
。中
世
、織
田

信
長
は
滋
賀
の
最
高
峰
で
、薬
草

の
産
地
で
あ
る
伊
吹
山
の
麓
で
薬

草
園
を
開
い
た
。

　

戦
国
期
、甲
賀
忍
者
た
ち
は
薬

草
を
育
て
、常
備
薬
や
敵
を
眠
ら

せ
る
薬
を
作
り
、忍し
の

び
と
言
わ
れ

る
者
は
全
国
で
そ
の
薬
を
売
っ
て

歩
い
て
生
計
を
立
て
て
い
た
と
伝

わ
っ
て
い
る
。飲
め
ば
水
代
わ
り
と

な
り
、飢
え
を
し
の
ぐ
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
、す
ご
い
薬
の
処
方
が

記
録
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
。旧
甲

賀
町
史
に
よ
る
と
江
戸
末
期
に
渡

辺
家
が
農
閑
期
の
副
業
と
し
て
売

薬
を
営
ん
だ
の
が
き
っ
か
け
で
盛

ん
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、日
野
町
の
薬
の
歴
史
は

日
野
売
薬
の
創
始
者
、初
代
正
野

玄
三
に
は
じ
ま
る
。玄
三
は
母
の
病
が
京
の

名
高
い
医
師
の
診
察
で
全
快
し
た
こ
と
か

ら
、自
身
も
医
師
を
目
指
し
て
勉
学
に
励

み
、開
業
。よ
り
多
く
の
人
々
を
救
い
た
い
と

い
う
思
い
か
ら「
万
病
感
応
丸
」を
開
発
し
、

日
野
商
人
が
全
国
で
売
り
歩
い
た
。薬
の
評

判
が
広
が
り
、日
野
で
は
こ
の
薬
を
製
造
す

る
業
者
が
増
え
、町
内
の
村
井
・
大
窪
と
い

う
地
区
だ
け
で
も
１
１
０
軒
の
薬
屋
が
あ
っ

境
保
全
対
策
と
いっ
た
製
造
の
必
須
条
件
に

年
を
数
え
る
ご
と
に
対
応
し
て
き
た
。

　

最
近
、よ
く
耳
に
す
る「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
」。こ
れ
は
新
薬
の
独
占
販
売
期
間
が

終
了
し
た
後
に
発
売
さ
れ
、新
薬
と
同
じ

効
能
・
効
果
で
あ
り
な
が
ら
、新
薬
に
比
べ

て
低
価
格
な
医
療
用
医
薬
品
を
い
う
。産

地
で
は
数
社
が
こ
の
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、製
造
す
る
た
め
の

設
備
や
体
制
の
整
備
に
相
当
の
期
間
と
費

用
が
か
か
る
た
め
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

　

一
方
、市
販
薬
に
お
い
て
は
、近
年
急
増

し
て
い
る
大
型
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
と
の
取
引

価
格
は
厳
し
く
、産
地
を
取
り
巻
く
環
境

は
穏
や
か
で
は
な
い
。そ
う
し
た
な
か
、「
ス

イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬
」は
、こ
れ
ま
で
医
療
用
医

薬
品
に
限
って
使
用
さ
れ
て

い
た
有
効
成
分
を
市
販
薬

に
も
配
合
し
た
も
の
で
、よ

り
効
き
目
が
良
い
薬
を
薬

局
で
購
入
で
き
る
よ
う
に

し
た
医
薬
品
で
あ
る
。こ

ち
ら
も
開
発
費
と
設
備
投

資
が
必
要
で
あ
り
ハ
ー
ド
ル

が
高
い
分
野
で
あ
る
が
、市

販
薬
の
高
付
加
価
値
化
が

可
能
で
あ
り
、今
後
の
取
り

組
み
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

△ 日野まちかど感応館

△甲賀流忍術屋敷 

△

 日野まちかど感応館

甲こ

う

賀か

・日ひ

野の

製せ

い

薬や

く

【地域】 甲賀市、日野町 他

【主な製品】
医療用医薬品、一般用医薬品、配置用家庭薬

【問い合わせ】
滋賀県製薬工業協同組合
〒520-3433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場700
TEL. 0748-88-3105　FAX.0748-88-3154
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△ 山の斜面を利用して階段状に築かれた登り窯。中はいくつかの部屋
に分かれていて、熱が上にいくのを利用して大量の品を一度に焼き上
げる。

△ 重油で焼成していた窯のなごりの煙
突。てっぺんの一文字は屋号。

　

甲こ
う

賀か

市し

信し
が
ら
き楽

町ち
ょ
う│

滋
賀
県
最
南
部
に
位

置
す
る
、陶
芸
の
里
。レ
ン
ガ
造
り
の
煙
突
が

残
る
レ
ト
ロ
な
山
間
の
ま
ち
だ
。こ
の
煙
突

は
ひ
と
昔
前
、重
油
を
※
焼し

ょ
う
せ
い成

の
燃
料
と
し

て
い
た
時
代
の
名
残
だ
と
い
う
。そ
の
前
は

薪
を
燃
料
と
す
る
穴
窯
や
登
窯
が
使
わ
れ

て
い
た
。窯
元
散
策
路
を
歩
く
と
、そ
う
し

た
薪
窯
も
ま
だ
見
る
こ
と
が
で
き
る
。信
楽

焼
の
歴
史
を
語
る
展
示
物
の
よ
う
だ
。窯
元

め
ぐ
り
も
で
き
る
散
策
路
は
さ
な
が
ら
街

角
博
物
館
に
な
って
い
る
。

　

奈
良
時
代
、天
平
十
四
年（
七
四
二
）聖

武
天
皇
が
こ
の
地
に「
紫
香
楽
宮
」を
造
営

し
た
。し
か
し
、山
火
事
な
ど
の
天
災
が
続

発
し
、天
皇
の
滞
在
は
長
く
は
な
か
っ
た
。今

日
、甲
賀
寺
跡
な
ど
で
当
時
の
瓦
が
発
見
さ

れ
る
が
、そ
れ
を
焼
い
た
窯
は
未
だ
に
発
見

さ
れ
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
。信
楽
焼
の
歴
史

の
は
じ
ま
り
は
と
て
も
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
だ
。

　

鎌
倉
時
代
に
は
水
が
め
、す
り
鉢
、壺
な

ど
が
作
ら
れ
、室
町
、安
土
桃
山
時
代
に
な

る
と
茶
道
具
も
作
ら
れ
る
。本
能
寺
の
変

の
時
、堺
で
孤
立
無
援
と
な
っ
た
徳
川
家
康

が
三
河
へ
帰
る
途
中
、信
楽
の
豪
族
、多
羅

尾
一
族
の
援
助
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、後
に

茶
壷
が
幕
府
御
用
達
と
な
っ
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
あ
る
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
末
期
に
は
金
属
不
足

か
ら
陶
器
製
品
の
需
要
が
高
ま
り
、な
か

※焼成： 粘土を窯で加熱して陶器にすること。
※素地： 陶磁器の釉薬以外の部分（ボディ）「そじ」と読まずに「き

じ」と読むのは陶磁器特有。

で
も
信
楽
焼
の
火
鉢
は
全
国
シ
ェ
ア
の
80
％

を
占
め
る
ま
で
に
な
っ
た
。し
か
し
石
油
ス

ト
ー
ブ
の
普
及
に
と
も
な
い
火
鉢
の
売
上
げ

は
激
減
。そ
こ
で
、植
木
鉢
、外
装
タ
イ
ル
、

花
器
へ
と
品
種
転
換
を
行
い
、回
避
し
て
き

た
。近
年
で
は
、傘
立
て
、照
明
器
具
、テ
ー

ブ
ル
、椅
子
、手
水
鉢
、陶
製
浴
槽
な
ど
幅

広
い
製
品
を
生
み
出
し
て
い
る
。信
楽
焼
は

人
々
の
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
と
と
も
に
そ

の
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

信
楽
焼
と
言
え
ば
、狸
の
置
物
。

道
筋
に
軒
を
連
ね
る
販
売
店
で
必
ず

大
勢
で
愛
嬌
を
振
り
ま
い
て
い
る
。狸

が
全
国
に
知
ら
れ
る
き
っ
か
け
は
昭

和
二
六
年（
一
九
五
一
）、天
皇
陛
下
が

信
楽
を
ご
訪
問
の
時
、沿
道
に
ず
ら

り
と
並
べ
た
狸
の
置
物
に
旗
を
持
た

せ
て
お
迎
え
し
た
と
こ
ろ
、狸
を
歌
に

詠
ま
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。持
ち
物
の
徳

利
に
人
徳
が
身
に
つ
く
な
ど
八
つ
の

縁
起
の
意
味
を
持
た
せ
た
こ
と
も
あ

り
、縁
起
物
と
し
て
広
が
っ
た
。し
か

し
、そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
す
ぎ
て
、信

楽
焼
本
来
の
特
徴
が
一
般
的
に
知
ら

れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。     

　

ま
ず
は
土
。こ
れ
は
約
４
０
０
万

年
前
、こ
の
地
に
あ
っ
た
琵
琶
湖
の
湖

底
に
堆
積
し
て
で
き
た
古
琵
琶
湖
層

か
ら
採
る
。こ
の
土
が
、信
楽
焼
独
特
の
野

趣
あ
ふ
れ
る
肌
と
温
か
み
の
あ
る
火
色
を

生
み
出
す
。ま
た
、火
に
強
く
、小
物
も
大

物
も
を
造
る
こ
と
が
で
き
る
、頼
も
し
い
土

で
も
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
自し

然ぜ
ん

釉ゆ

。一
般
に
陶
磁
器
は

吸
水
を
防
ぎ
、強
度
や
装
飾
性
を
高
め
る

た
め
に
釉ゆ

う

薬や
く

を
掛
け
、ガ
ラ
ス
質
の
皮
膜
で

※
素き

地じ

を
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
す
る
。薪
を
燃
料
と

す
る
窯
の
中
で
は
、炎
の
中
で
降
り
か
か
る

灰
と
土
が
反
応
す
る
こ
と
で
ガ
ラ
ス
化
し
、

ビ
ー
ド
ロ
釉
と
呼
ば
れ
る
、古
信
楽
の
代
表

的
な
質
感
が
生
ま
れ
る
。窯
の
温
度
や
薪
の

種
類
な
ど
で
様
々
に
変
化
す
る
、文
字
通
り

の
自
然
釉
。灰
に
埋
ま
る
部
分
が
黒
褐
色

に
な
る「
焦
げ
」も
土
と
炎
が
織
り
な
す
芸

術
だ
。

 　

現
在
、産
地
で
は
長
い
伝
統
を
重
ん
じ

な
が
ら
、現
代
の
技
術
と
感
性
を
取
り
入

れ
た
製
品
が
創
ら
れ
て
い
る
。時
代
時
代
を

人
々
と
生
き
て
き
た
信
楽
焼
も
次
な
る
道

を
模
索
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。

（
取
材
：
２
０
０
７
年
12
月
）

信し

が

楽ら

き

陶と

う

器き

一
三
〇
〇
年
の

伝
統
を
誇
る
日
本
最
古
の
産
地

S h i g a r a k i  Y a k i

07

【地域】 甲賀市信楽町

【主な製品】
外装タイル陶板、庭園用品類、食卓用品類

【問い合わせ】
信楽陶器工業協同組合
〒529-1811 滋賀県甲賀市信楽町江田985
TEL.0748-82-0831　FAX.0748-82-3473
http://www.shigaraki.org/
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高
島
市
で
は
古
く
か
ら
綿め

ん

花か

が
栽
培
さ

れ
、江
戸
時
代
に
は
和
服
の
生
地
と
し
て
、

し
わ
加
工
を
施
し
た「
縮ち

ぢ
み

」が
織
ら
れ
て
い

た
と
い
う
記
録
が
残
る
。庭
先
に
干
し
て
い

た
織
物
が
急
な
雨
で
濡
れ
て
縮
ん
で
し
ま
っ

た
。と
こ
ろ
が
、こ
の
シ
ワ
に
よ
って
今
ま
で
に

な
い
独
特
の
風
合
い
を
持
つ
織
物
に
な
っ
て

い
た
。縮
は
偶
然
に
し
て
生
ま
れ
た
と
も
伝

わ
って
い
る
。

　

明
治
末
期
に
本
格
的
な
工
業
生
産
に
続

い
て
、※
晒さ

ら
しと

染
色
加
工
が
は
じ
ま
り
、全
国

的
に「
高
島
縮
」が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

産
業
資
材
織
物
と
し
て
は
、大
正
期
に
自

転
車
用
の
綿
※
タ
イ
ヤ
コ
ー
ド
が
日
本
で
初

め
て
高
島
で
生
産
さ
れ
る
。そ
の
後
の
関
連

製
品
の
展
開
で
産
業
用
織
物
は
現
在
の
当

た
凹
凸
を
シ
ボ
と
言
い
、シ
ボ
を
出
し
た
織

物
を
一
般
に
縮
・
ク
レ
ー
プ
・
楊よ

う
り
ゅ
う柳

な
ど

と
言
う（
絹
の
場
合
は
縮ち

り

緬め
ん

と
呼
ば
れ
て
い

る
）。糸
の
太
さ
や
撚
り
の
回
数
な
ど
で
シ

ボ
の
形
状
や
大
き
さ
等
を
変
化
さ
せ
、多

種
類
の
生
地
を
織
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
の

地
域
に
は
撚
糸
企
業
が
数
多
く
集
ま
って
い

る
た
め
、高
島
綿
織
物
は
こ
の
シ
ボ
の
種
類

が
多
彩
だ
。ス
ト
ラ
イ
プ
状
、波
状
の
シ
ボ
と

いっ
た
模
様
に
染
色
や
柄
を
プ
リ
ン
ト
す
れ

ば
生
地
の
種
類
は
多
数
。こ
れ
ま
で
開
発
さ

れ
て
き
た
サ
ン
プ
ル
は
数
え
き
れ
な
い
。

　

綿
花
は
現
在
、日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
生

産
さ
れ
て
お
ら
ず
、ア
メ
リ
カ
、オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
な
ど
か
ら
輸
入
さ
れ
て
い
る
。国
内
で

紡
績
さ
れ
た
糸
は
１
メ
ー
ト
ル
に
１
０
０
０

回
程
度
の
撚
り
が
か
け
ら
れ
て
い
る
が
、

高
島
綿
織
物
は
産
地
で
更
に
１
２
０
０
〜

１
３
０
０
回
撚
っ
た
緯
糸
を
使
う
。経
糸
は

当
地
に
あ
る
サ
イ
ジ
ン
グ
工
場
２
社
で
加
工

さ
れ
、機は
た

屋や

と
呼
ば
れ
る
企
業
で
そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
手
法
で
つ
く
ら
れ
た
緯
糸
が
織
り
込

ま
れ
る
。

　

産
地
で
は
こ
れ
ま
で
の
生
地
だ
け
を
提

供
し
て
き
た
体
制
で
は
な
く
、消
費
者
に
近

い
商
品
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。「
高

島
い
ろ
は
」は
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
、大
人
の

た
め
の
和
テ
イ
ス
ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ブ
ラ
ン
ド

だ
。※
高
島
晒
協
業
組
合
と
京
都
手
描
き

友
禅
の
工
芸
職
人
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョン
に
よ

り
２
０
０
３
年
に
発
足
、50
〜
60
代
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
半
袖
シ
ャ
ツ
や
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
製
造

販
売
し
て
い
る
。ク
ー
ル
ビ
ズ
で
注
目
が
集

ま
っ
た
、春
夏
素
材
展「
ビ
ワ
タ
カ
シ
マ
」は

今
年
で
第
22
回
を
迎
え
る
。京
都
プ
リ
ン
ト

染
色
協
同
組
合
の
協
力
の
も
と
、プ
リ
ン
ト

染
色
生
地
で
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
シ
ャ
ツ
を
制
作

す
る
な
ど
、産
地
間
交
流
に
も
積
極
的
だ
。

　

先
人
に
よ
って
育
ま
れ
て
き
た
技
術
で
綿

を
ベ
ー
ス
に
新
し
い
時
代
を
織
り
込
ん
で
い

く
。高
島
綿
織
物
は
、地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
発

信
を
目
指
し
て
一
歩
づ
つ
前
進
し
て
い
る
。

（
取
材
：
２
０
０
８
年
１
月
）

産
地
の
生
産
高
の
約
7
割
を
占
め
て
い
る
。

　

昭
和
30
年
代
後
半
か
ら
40
年
代
前
半
に

か
け
て
、ク
レ
ー
プ
肌
着
が
高
級
品
と
し
て

需
要
が
最
高
潮
に
達
し
、全
国
シ
ェ
ア
の
約

50
％
を
占
め
る
。ク
レ
ー
プ
肌
着
と
聞
い
て

ピ
ン
と
こ
な
い
人
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。お

父
さ
ん
の「
ス
テ
テ
コ
」と
言
え
ば
分
か
る
だ

ろ
う
。汗
を
よ
く
吸
収
し
て
、す
ば
や
く
乾

か
す
。さ
ら
っ
と
し
た
肌
触
り
の
爽
や
か
な

着
心
地
。高
温
多
湿
な
日
本
に
最
適
な
肌

着
は
大
ヒッ
ト
商
品
と
な
っ
た
。

　

織
物
は
経た

て

糸い
と

と
緯よ

こ

糸い
と

が
交
差
し
て
で
き

て
い
る
。こ
の
緯
糸
に
強
い
※
撚よ

り
を
か
け

た
糸
を
使
っ
て
織
っ
た
生
地
を
加
工
す
る
。

緯
糸
は
元
の
状
態
に
戻
ろ
う
と
す
る
が
、こ

の
戻
ろ
う
と
す
る
糸
の
力
で
表
面
に
で
き

※ 晒：薬品などで布を白くすること。
※ タイヤコード：タイヤに寸法安定性を付与するスダレ状の織物。素材には強度、耐疲労性、耐
熱性、ゴムとの接着性などが求められる。

※ 撚る：ねじりあわせる。
※ 高島晒協業組合：綿クレープなどの精練、漂白、染色、捺染加工（プリント）及び販売を主な業
務としている。

△

緯糸が織り込まれる機屋の織機

△

経糸が加工されるサイジング工場内荒巻整経機

高た

か

島し

ま

綿め

ん

織お

り

物も

の

08

【地域】 高島市

【主な製品】
綿クレープ、厚織（ゴム工業資材他、帆布）

【問い合わせ】
高島織物工業協同組合
〒520-1501 滋賀県高島市新旭町旭714-5
TEL.0740-25-3551㈹　FAX.0740-25-5345

先
人
が
育
ん
だ
技
に

新
し
い
時
代
を
織
り
込
む
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吹
く
。そ
れ
は
長
い
時
代
を
経
て
受
け
継
が

れ
て
き
た
心
と
技
で
し
か
出
せ
な
い
も
の
だ

ろ
う
。団う

ち
わ扇

は
中
国
な
ど
で
も
使
わ
れ
て
い

た
が
、扇
子
は
日
本
発
祥
の
も
の
。そ
の
昔

は
和
歌
を
し
た
た
め
て
贈
ら
れ
て
い
た
と
い

う
か
ら
贈
り
物
に
ふ
さ
わ
し
く
、末
広
が
り

で
縁
起
が
い
い
。コ
ン
パ
ク
ト
で
い
つ
で
も
ど
こ

で
も
使
え
る
。一
時
、扇
風
機
や
ク
ー
ラ
ー

の
出
現
で
生
産
高
が
落
ち
込
ん
だ
と
い
う

が
、今
や
地
球
温
暖
化
対
策
の
エ
コ
グ
ッ
ズ
。

美
と
機
能
性
を
併
せ
持
っ
た
近
江
扇
子
を

ひ
と
つ
ど
う
だ
ろ
う
か
。

（
取
材
：
２
０
０
７
年
12
月
）

△

一枚の板のようにした1,300枚の扇骨を磨く作業が繰り返される

△天日干し

　

扇
骨
と
聞
い
て
も
ピ
ン
と
こ
な
い
人
は
多

い
だ
ろ
う
。扇
骨
は
文
字
通
り
、扇
子
の
骨

（
扇
子
の
紙
以
外
の
部
分
）の
こ
と
だ
が
、

高
島
扇
骨
の
多
く
は
京
都
へ
出
荷
さ
れ
、絵

付
け
さ
れ
た
紙
が
貼
ら
れ
て
京
扇
子
と
し

て
販
売
さ
れ
て
い
る
た
め
、一
般
に
は
知
ら

れ
て
い
な
い
。実
は
国
産
の
扇
骨（
竹
製
）の

ほ
と
ん
ど
が
こ
こ
で
作
ら
れ
て
い
る
の
だ
。近

年
、地
元
で
も
和
紙
を
貼
り
、「
近
江
扇
子
」

と
し
て
仕
上
げ
ら
れ
て
お
り
、大
津
絵
や
近

る
。幕
末
に
は
現
在
の
名
古
屋
か
ら
先
進
の

加
工
技
術
が
学
び
持
ち
帰
ら
れ
、生
産
性

が
向
上
し
、さ
ら
に
京
都
や
大
阪
へ
の
販
路

が
拡
大
さ
れ
て
いっ
た
と
い
う
。

　

扇
骨
は
両
外
側
の
2
枚
を「
親
骨
」と
い

い
、内
側
を「
仲
骨
」と
い
う
。製
作
は
親
骨

江
八
景
な
ど
滋
賀
県
ら
し
い
絵
柄
で
オ
リ

ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
出
し
て
い
る
。

　

歴
史
は
古
く
、都
の
貴
族
が
こ
の
地
に
隠

れ
住
ん
で
扇
子
作
り
を
は
じ
め
た
と
か
、落

武
者
が
生
計
を
立
て
る
た
め
に
始
め
た
と

か
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
る
。史
実
で
は
江

戸
時
代
、徳
川
五
代
将
軍
綱
吉
の
頃
、市
内

に
流
れ
る
安
曇
川
の
氾
濫
を
防
ぐ
た
め
に

植
え
ら
れ
た
竹
を
使
っ
て
、冬
の
間
の
農
閑

期
の
仕
事
と
し
て
始
め
ら
れ
た
と
伝
え
て
い

18
工
程
、仲
骨
16
工
程
に
も
お
よ
び
、職
人

か
ら
職
人
へ
作
業
が
移
る
分
業
体
制
に
な
っ

て
い
る
。親
骨
、仲
骨
、い
ず
れ
に
も
3
〜
5

年
育
っ
た
良
質
の
竹
が
使
わ
れ
る
。扇
骨
に

使
う
の
は
皮
と
中
身
を
削
り
取
っ
た
、ほ
ん

の
一
部
。9
割
が
廃
材
と
な
る
。

　

機
械
で
で
き
る
作
業
も
あ
る
が
、薄
い

竹
を
扱
う
た
め
ほ
と
ん
ど
が
手
仕
事
で
あ

る
。当
然
の
こ
と
な
が
ら
扇
骨
は
長
さ
、形
、

色
、光
沢
が
揃
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
に一
寸
の
狂
い
も
無
く
、形
を
整
え
る
作

業
に
は
熟
練
の
技
を
要
す
る
。お
お
か
た
の

形
に
な
っ
た
扇
骨
1
枚
1
枚
に
穴
を
開
け
、

１
３
０
０
枚
を
1
本
の
細
い
さ
し
棒
に
刺

し
、一
枚
の
板
の
よ
う
に
す
る
。そ
れ
か
ら

包
丁
や
ノ
ミ
、小
刀
な
ど
で
削
っ
て
形
を
整

え
て
い
く
。こ
の
作
業
は
親
骨
に
も
仲
骨
に

も
あ
り
、作
業
と
作
業
の
間
に
何
度
も
繰

り
返
さ
れ
る
。こ
の
後
、沸
騰
し
た
湯
で
煮

て
漂
白
し
て
、天
日
干
し
に
す
る
。竹
の
青

み
を
と
り
、カ
ビ
が
生
え
な
い
よ
う
に
乾
燥

す
る
た
め
だ
。こ
の
光
景
は
高
島
市
の
風
物

詩
と
し
て
知
ら
れ
る
。天
日
干
し
に
よ
っ
て

多
少
伸
縮
す
る
の
で
ま
た
削
り
直
す
。こ
こ

ま
で
削
れ
ば
い
い
と
か
、こ
の
角
度
で
削
る
と

い
う
マ
ニュ
ア
ル
な
ど
な
く
、そ
れ
ぞ
れ
の
職

人
の
手
先
の
感
覚
と
独
自
で
あ
み
出
し
た

手
法
に
よ
って
進
め
ら
れ
て
い
く
。

　

そ
し
て
、紙
が
入
り
や
す
い
よ
う
に
先
を

細
く
削
り
取
り
、扇
子
の
種
類
に
よ
っ
て
本

数
を
合
わ
せ
て
い
く
。不
良
品
を
除
き
な
が

ら
色
を
揃
え
た
ら
、よ
う
や
く
1
本
の
扇
骨

の
姿
に
な
る
。最
後
は
紙
を
貼
る
作
業
だ
。

和
紙
を
重
ね
て
色
づ
け
し
、閉
じ
た
扇
子
の

状
態
に
折
り
、和
紙
と
和
紙
の
間
に
糊
を

塗
っ
た
扇
骨
を
通
し
て
い
く
。親
骨
を
糊
と

糸
で
固
定
さ
せ
た
ら
完
成
。こ
こ
ま
で
お
よ

そ
1
ヶ
月
。

　

こ
う
し
て
仕
上
が
っ
た
扇
子
は
、プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
製
品
や
海
外
製
品
に
は
な
い
持
ち
味

が
あ
る
。持
っ
た
時
に
ほ
ど
よ
く
手
に
フ
ィ
ッ

ト
し
て
、扇
ぐ
と
な
ん
と
も
や
さ
し
い
風
が

△近江扇子

仲骨

親骨

親骨

△

道の駅「藤樹の里あどがわ」

高た

か

島し

ま

扇せ

ん

骨こ

つ

09

【地域】 高島市

【主な製品】
扇骨、扇子

【問い合わせ】
滋賀県扇子工業協同組合
〒520-1217 滋賀県高島市安曇川町田中89
高島市商工会内
 TEL.0740-32-1580  FAX.0740-32-3340

や
さ
し
い
、

伝
統
の
風
が
吹
く
近
江
扇
子
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