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　かつて、新入社員教育の教材として多くの企業で使われた「てんびんの詩
うた

」
は、江頭恒治著『江州商人』の中に記されたわずかなエピソードから誕生し
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まで展示され、近江商人の商家の商いと暮らしの様子が手に取るように感じ
られる。
　７月23日、近江商人郷土館の館長末永國紀さんから小林家と彦根藩の関わ
りのご講演をお聞きした。
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三　方　よ　し令和４年９月10日 第49号（2）

丁
吟
に
つ
い
て

丁子屋小林吟右衛門（丁吟）と彦根藩
2022年７月23日㈯　㈶近江商人郷土館にて

　

末
永
館
長
が
、
小
林
吟
右
衛
門
家
で
調
査
を
始
め
ら
れ
た
の
は
、
大

学
院
生
の
時
か
ら
で
、
も
う
50
年
以
上
に
な
る
と
い
う
。
当
時
は
、
本

当
の
商
家
の
つ
く
り
で
、
こ
こ
に
寝
泊
ま
り
し
な
が
ら
古
文
書
を
ず
っ

と
解
読
さ
れ
て
い
た
。
三
方
よ
し
講
座
で
は
、
丁
子
屋
小
林
吟
右
衛
門

家
の
系
譜
と
と
も
に
特
に
、
彦
根
藩
と
の
関
係
に
つ
い
て
話
を
進
め
て

い
た
だ
い
た
。

　

小
林
吟
右
衛
門
家
の
商
号
は
「
丁

チ
ョ
ー

吟ギ
ン

」
と
言
い
、
創
業
さ
れ
た
の
は

寛
政
10
年（
１
７
９
８
）で
、
丁
吟
が
活
躍
し
た
時
代
は
幕
末
維
新
期
の

動
乱
の
時
期
だ
。
ペ
リ
ー
来
航（
１
８
５
３
年
）か
ら
幕
末
動
乱
期
が
始

ま
り
、
安
政
の
大
地
震
、
安
政
の
コ
レ
ラ
の
流
行
、
桜
田
門
外
の
変
、

和
宮
下
向
、
両
替
商
の
倒
産
や
天
誅
の
激
化
、
禁
門
の
変（
蛤
御
門
の
変
）、

そ
れ
か
ら
、
え
え
じ
ゃ
な
い
か
踊
り
と
い
う
狂
乱
の
時
代
で
あ
っ
た
。

丁
吟
の
創
業
と
出
店

　

初
代
と
二
代
目
吟
右
衛
門
は
、
創

業
後
30
年
ほ
ど
経
過
し
た
天
保
２
年

（
１
８
３
１
）に
は
、
江
戸
の
日
本
橋
、

掘
留
町
に
織
物
問
屋
を
開
業
、
そ
の

後
天
保
13
年（
１
８
４
２
）に
は
京

都
六
角
柳
馬
場
に
呉
服
問
屋
を
出
店
、

文
久
元
年（
１
８
６
１
）に
は
大
坂
安

土
町
２
丁
目
で
両
替
店
を
開
い
て
お

り
、
江
戸
、
京
都
、
大
坂
、
三
都
に

出
店
を
開
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
家
の
特
徴
の
一
つ
は
、
委
託

販
売
と
い
う
方
式
を
取
り
入
れ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
初
代
と
２
代
に
わ

た
り
天
秤
棒
を
担
い
で
、
委
託
販
売

を
行
い
天
保
２
年（
１
８
３
１
）に
、

江
戸
日
本
橋
堀
留
に
織
物
問
屋
を
開

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
商
い
を
始

め
て
30
年
ち
ょ
っ
と
で
江
戸
に
出
店

す
る
に
は
、
そ
う
簡
単
で
は
な
い
は

ず
で
す
が
委
託
販
売
を
行
っ
た
こ
と

で
可
能
と
し
た
の
で
す
。

　

丁
吟
と
い
う
家
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン

は
18
世
紀
前
半
の
近
江
商
人
の
番

付（
写
真
14
）で
確
認
で
き
ま
す
が

一
番
上
段
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
一

方
、
当
時
の
商
い
の
様
子
の
描
か
れ

た
も
の
が
あ
り
ま
す（
写
真
４
）こ
れ

は
、明
治
に
な
っ
て
か
ら
、先
祖
の
姿

を
絵
姿
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
と
掛

け
軸
に
し
た
行
商
の
姿
で
す
。
わ
ず

か
二
人
で
、
い
ま
で
も
石
畳
が
残
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
箱
根
を
歩
い
て

い
る
様
子
で
す
が
、
二
人
と
も
商
品

は
も
っ
て
い
ま
せ
ん
。
商
品
は
船
だ

と
か
牛
馬
車
を
使
っ
た
り
、
あ
る
い

は
飛
脚
を
使
っ
た
り
し
て
別
に
送
り
、

送
り
込
ん
だ
荷
物
を
庄
屋
だ
と
か
お

寺
と
か
旅
籠
と
か
神
社
で
、
地
元
の

商
人
を
集
め
て
売
買
す
る
卸
売
で
す
。

小
売
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ

ン
ト
の
一
つ
で
す
。だ
か
ら
こ
そ
、身

軽
な
格
好
で
旅
が
で
き
た
の
で
す
。

「
金
銭
萬
覚
帳
」
に
見
る

小
林
家
の
商
い

　

小
林
家
に
残
る
「
金
銭
萬
覚
帳
」

は
、
行
商
を
始
め
た
当
初
か
ら
明
治

元
年（
１
８
６
６
）ま
で
の
記
録
が
克

明
に
記
載
さ
れ
、
こ
の
帳
面
の
記
録

に
よ
っ
て
、
委
託
販
売
を
や
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

こ
の
時
代
の
委
託
と
い
う
の
は
、

自
分
の
方
か
ら
話
を
持
ち
掛
け
て
商

品
を
委
託
し
た
の
で
す
が
、
取
引
が

だ
ん
だ
ん
長
期
に
な
っ
て
く
る
と
、

委
託
し
た
先
の
業
者
が
、
今
度
は
こ

う
い
う
商
品
を
送
っ
て
く
れ
と
、
送

り
荷
と
い
う
か
た
ち
で
商
品
を
入
れ

る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
に
規
模

が
大
き
く
な
り
、
商
品
の
量
も
多
く
、

近江商人郷土館館長
末永　國紀 氏
1943年福岡県生まれ、佐賀県出身。同志社大学大学院経済学研究科修了。
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三　方　よ　し 令和４年９月10日（3）第49号

写真２　郷里の本宅において当主は、常に営業の統括を行っており、隠居後も
人の出入りする様子を座敷蔵（隠居蔵）の窓から見聞することで把握していた。

利
益
も
上
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
創
業
後
30
年
で
江
戸
の

ど
真
ん
中
、
日
本
橋
に
店
を
開
く
こ

と
が
で
き
た
の
で
す
。
単
な
る
天
秤

棒
商
い
だ
け
で
は
な
く
、
卸
売
で
あ

り
、
委
託
販
売
を
し
て
い
た
の
で
す
。

　

初
代
は
78
歳
で
亡
く
な
っ
た
の
で

す
が
、
亡
く
な
る
３
カ
月
前
に
、
矢

尾
喜
兵
衛
に
会
っ
て
い
ま
す
。
矢
尾

喜
兵
衛
は
日
野
出
身
の
近
江
商
人
で
、

埼
玉
県
秩
父
に
出
店
を
開
い
て
い
ま

す
が
、
丁
吟
に
江
戸
為
替
を
頼
み
に

き
た
の
で
す
。
こ
の
時
の
様
子
を
喜

兵
衛
さ
ん
は
、『
見
聞
随
筆
』
と
い
う

自
分
の
エ
ッ
セ
ー
集
の
中
に
書
い
て

お
い
て
く
れ
ま
し
た
。

「
天
秤
棒
の
商
人
よ
り
出
世
い
た
し
、

大
身
代
に
な
る
と
い
う
、
そ
の
よ
う

な
目
当
て
は
ほ
ど
遠
い
こ
と
に
て
、

思
い
て
益
な
し
。
欲
と
い
え
ど
も
欲

に
て
も
あ
ら
ず
。
た
だ
わ
れ
ら
ご
と

き
の
細
元
手
の
小
商
人
は
、
人
々
の

力
を
借
り
て
こ
ん
に
ち
の
渡
世
も
す

る
も
の
な
り
。
実
意
に
あ
ら
ざ
れ
ば

人
々
力
を
添
え
る
こ
と
な
し
。
い
か

に
も
他
人
方
へ
不
義
理
い
た
さ
ぬ
よ

う
、人
に
損
失
か
け
ぬ
よ
う
に
と
、こ

の
心
得
第
一
と
す
る
と
き
は
、
わ
れ

ら
身
体
を
働
き
苦
し
め
る
こ
と
を
厭

う
こ
と
な
し
。
わ
が
身
を
責
め
、
骨

を
折
り
苦
し
む
と
き
は
、
人
ま
た
こ

れ
を
憐
れ
む
ゆ
え
、
何
ほ
ど
の
身
代

を
望
む
と
い
う
こ
と
に
あ
ら
ざ
れ
ど

も
、
恵
み
を
も
っ
て
、
お
い
お
い
立

身
に
及
ぶ
も
の
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、

運
と
い
う
こ
と
も
、
ま
っ
た
く
あ
る

こ
と
に
て
、
世
に
言
う
因
縁
の
よ
い

と
い
う
こ
と
も
、
い
た
っ
て
大
事
な

こ
と
に
て
候
」

　

な
か
な
か
含
蓄
の
あ
る
言
葉
だ
と

思
い
ま
す
が
、
要
す
る
に
、「
天
秤

棒
を
担
い
で
暮
ら
し
を
立
て
て
い
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
な
小
商
人

の
者
で
あ
っ
て
も
、
ま
ず
他
人
へ
の

不
義
理
を
し
な
い
よ
う
に
、
損
失
を

か
け
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
を
考

え
な
が
ら
自
分
が
一
生
懸
命
働
け
ば
、

そ
の
働
く
姿
勢
と
い
う
の
は
周
囲
の

人
た
ち
に
評
価
し
て
も
ら
っ
て
、
い

つ
の
間
に
や
ら
身
代
を
築
く
こ
と
が

で
き
る
、
財
産
を
築
く
こ
と
が
で
き

る
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
世
の
中
に
は
運

と
い
う
こ
と
も
大
事
な
ん
だ
」
と
も

付
け
加
え
て
い
ま
す
。
商
い
と
い
う

の
は
、
世
の
中
の
一
員
で
あ
る
、
社

会
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
小

商
人
の
段
階
か
ら
持
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

小
林
家
の
家
訓

「
示
合
之
条
目
」

　

小
林
家
に
は
嘉
永
年
間
に
つ
く
ら

れ
た
「
示
合
之
条
目
」
と
い
う
一
種

の
家
訓
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
中
に

押
込
隠
居
の
規
定
が
あ
り
ま
す
。
最

初
か
ら
６
行
目
ぐ
ら
い
に
、

「
主
人
た
り
と
も
右
当
が
い
入
用
あ

い
つ
け
候
上
は
、
そ
の
他
に
立
替
金

が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
は
主
人
の

借
金
だ
」

と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
主
人
が
も
し
不
法
不
埒

の
沙
汰
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て

は
、「
主
人
の
持
っ
て
い
る
所
持
の
品

だ
け
で
は
な
く
て
手
回
り
品
ま
で
も

取
り
上
げ
て
、
親
類
と
後
見
人
が
集

ま
っ
て
立
ち
会
い
の
上
、
隠
居
を
申

し
付
く
べ
き
こ
と
」
と
書
い
て
あ
り

ま
す
。

　

つ
ま
り
、
押
込
隠
居
に
す
る
と
い

う
こ
と
は
家
訓
の
中
で
き
ち
ん
と
規

定
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う

に
家
訓
に
は
、
非
常
に
厳
し
い
条
文

も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

写真３　初代小林吟右衛門
（1796－1854）

写真４　初代の創業時の様子を描いた「函嶺
行姿」　菅原元道画

写真５　丁子屋の屋号が入る薬の看
板。初期の商いでは薬を扱っていた。
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写真６　丁吟の印半纏

献
金
と
調
達
金

　

丁
吟
は
、
領
主
で
あ
っ
た
彦
根
藩

と
は
御
用
達
商
と
い
う
関
係
に
あ
り

ま
し
た
。
他
の
近
江
商
人
の
場
合
は
、

い
ろ
ん
な
大
名
家
と
金
銭
の
貸
借
関

係
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
丁
吟

に
関
し
て
は
彦
根
藩
に
深
く
入
り
込

ん
で
、
彦
根
藩
一
本
と
言
っ
て
も
い

い
く
ら
い
で
す
。

　

丁
吟
の
彦
根
藩
へ
の
献
金
の
状
況

は
、
天
保
７
年（
１
８
３
６
）か
ら
元

治
元
年（
１
８
６
４
）ま
で
、
貸
付
金

で
は
な
く
、
差
し
上
げ
た
の
が
６
７

０
０
両
に
な
り
ま
す
。
そ
の
見
返
り

と
し
て
扶
持
を
も
ら
っ
た
り
、
苗
字

を
も
ら
っ
た
り
、
あ
る
い
は
掛
け
軸

を
も
ら
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。（
写
真

９
～
12
）

　

井
伊
家
の
江
戸
桜
田
の
上
屋
敷
が

炎
上
し
た
時
に
は
、
そ
の
見
舞
金
を

出
し
て
い
ま
す
し
、
桜
田
門
外
の
変

の
と
き
に
は
１
０
０
０
両
を
献
金

し
、禁
門
の
変（
蛤
御
門
の
変
と
も
い

う
）の
場
合
は
見
舞
金
と
し
て
７
０

０
両
を
渡
し
て
い
る
な
ど
、
彦
根
藩

へ
の
渡
し
金
が
６
７
０
０
両
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
関
係
の
深
か
っ
た
彦

根
藩
が
、
丁
吟
に
対
し
て
の
借
金
が

ど
れ
く
ら
い
あ
っ
た
か
と
い
い
ま
す

と
、
天
保
12
年（
１
８
４
１
）12
月
か

ら
明
治
４
年（
１
８
７
１
）７
月
ま
で

の
間
、
金
２
万
７
９
３
５
両
と
銀
36

貫
６
０
０
匁
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
う
ち
明
治
維
新
政
府
に
よ
っ

て
肩
代
わ
り
さ
れ
た
の
が
２
万
６
５

０
５
両
で
す
。
彦
根
藩
と
の
関
わ
っ

た
時
期
が
非
常
に
短
か
っ
た
か
ら
、

ず
い
ぶ
ん
助
か
っ
て
い
ま
す
。
幕
末

期
に
は
、
大
名
は
借
金
に
苦
し
み
首

が
回
ら
な
か
っ
た
の
を
、
明
治
政
府

が
全
部
、
借
金
の
時
期
に
よ
っ
て
旧

公
債
と
か
新
公
債
と
い
う
よ
う
な
か

た
ち
に
分
け
て
肩
代
わ
り
し
、
社
会

的
に
は
華
族
と
い
う
特
別
な
存
在
を

認
め
た
の
で
す
か
ら
経
済
的
に
は
、

大
名
た
ち
に
と
っ
て
は
非
常
に
助

か
っ
た
も
の
で
す
。
丁
吟
の
場
合
は
、

公
債
の
か
た
ち
で
返
済
し
て
も
ら
っ

た
の
が
２
万
６
５
０
５
両
で
し
た
。

藩
政
業
務
の
手
伝
い

　

丁
吟
は
、
元
方
勘
定
所
の
付
属
で

す
か
ら
、
財
務
を
担
当
す
る
彦
根
藩

の
役
所
に
安
政
３
年
に
６
４
５
０
両
、

万
延
元
年
に
８
１
５
０
両
、
文
久
３

年
に
は
１
万
８
１
５
０
両
を
貸
し
付

け
て
い
ま
す
。

　

藩
の
機
関
だ
け
で
は
な
く
、
藩
主

に
対
し
て
も
、
彦
根
藩
の
侍
に
対
し

て
も
、
金
貨
銀
貨
の
出
し
入
れ
に
応

彦
根
藩
の
御
用
達
商
と
し
て
の
丁
吟

写真７　小林家家訓「示合之条目」写真８　「「示合之条目」に記載されている押し込め隠居の
規定の部分

じ
て
い
ま
す
。
井
伊
直
弼
の
一
番
の

側
近
で
あ
っ
た
宇
津
木
六
之
丞
に
対

し
て
、
１
年
半
ぐ
ら
い
の
間
に
２
６

４
５
両
を
預
か
っ
て
４
０
０
両
を
貸

出
し
て
い
る
と
い
う
書
状
が
残
っ
て

い
ま
す
。丁
吟
は
、江
戸
と
京
都
の
両

方
に
出
店
が
あ
っ
た
の
で
、
出
店
を

通
じ
て
お
金
の
出
し
入
れ
が
で
き
る

と
い
う
便
利
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で

す
。
２
代
目
の
吟
右
衛
門
も
出
店
の

店
員
に
対
し
て
「
宇
津
木
六
之
丞
か

ら
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
そ

の
と
お
り
に
し
な
さ
い
」
と
い
う
指

示
す
る
手
紙
が
残
っ
て
い
ま
す
。

井
伊
直
弼
お
泊
り
の
本
陣
に

「
御
殿
様
御
巡
郷　

御
本
陣
記
録
」

に
は
嘉
永
５
年（
１
８
５
２
）、
当
主

に
な
っ
た
井
伊
直
弼
が
領
内
を
巡
視

し
て
回
っ
た
時
に
小
林
家
に
泊
ま
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
林

家
が
本
陣
に
な
っ
た
の
で
そ
の
時
、

別
棟
を
建
て
ま
し
た
。
現
存
し
て
い

ま
す
が
、
門
も
新
し
く
つ
く
っ
て
直

弼
を
迎
へ
、
２
０
０
０
両
を
献
金
し

て
い
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
に
30
人
扶

持
を
も
ら
っ
た
の
で
す
。
扶
持
と
い

う
の
は
、
１
人
１
日
、
米
５
合
を
一

年
間
支
給
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ

れ
を
一
人
扶
持
と
い
い
ま
す
。

　

こ
の
時
に
は
、
供
回
り
の
人
に
対

す
る
食
事
提
供
も
し
て
い
ま
す
が
、

彦
根
藩
庁
か
ら
、
一
汁
一
菜
に
し
て

く
れ
と
い
う
布
達
が
出
て
い
た
の
で
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彦
根
藩
か
ら
の
情
報
と
し
て
の
金
貨
改
鋳

す
が
、
小
林
家
で
は
実
際
は
一
汁
七

菜
を
用
意
し
て
い
ま
す
。
一
汁
一
菜

ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
す
ご
い
高
価
な
、

豪
勢
な
接
待
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

こ
の
と
き
の
献
立
の
詳
細
も
資
料
館

に
展
示
し
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た

行
為
に
対
し
て
彦
根
藩
か
ら
い
ろ
ん

な
拝
領
品
が
渡
さ
れ
て
い
ま
す
。

開
港
の
波
紋
、

金
貨
流
出
の
仕
組
み

　

幕
府
は
鎖
国
を
や
め
、
開
港
し
て

欧
米
と
の
海
外
貿
易
が
開
始
さ
れ
ま

し
た
。来
航
し
た
ハ
リ
ス
と
の
間
で
い

ろ
い
ろ
な
や
り
と
り
が
あ
り
、
安
政

５
年（
１
８
５
８
）６
月
19
日
に
「
日

米
修
好
通
商
条
約
」
が
調
印
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
条
約
は
、要
す
る
に
勅
許

を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、後
々

国
内
の
対
立
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で

す
が
、
こ
の
貿
易
が
始
ま
っ
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
日
本
は
世
界
経
済
の
動

乱
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
と
き
の
最
初
の
輸
出
品
は
、

日
本
の
金
貨
で
し
た
。
国
内
の
金
銀

の
交
換
比
率
が
、
天
保
小
判
１
両
が

天
保
一
分
銀
４
枚
で
し
た
。
こ
れ
が
、

そ
も
そ
も
間
違
い
の
も
と
で
、天
保
一

分
銀
と
い
う
薄
っ
ぺ
ら
い
貨
幣
４
枚

で
、
天
保
小
判
と
い
う
金
貨
が
交
換

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
国
内
で
は
、

天
保
一
分
銀
と
い
う
の
は
銀
が
３
分

の
１
し
か
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
全

然
価
値
は
あ
り
ま
せ
ん
、
そ
れ
を
一

分
と
し
て
通
用
さ
せ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
の
１
ド
ル
銀
貨
は
、
一
分
銀
貨

の
３
倍
の
銀
を
含
ん
で
い
た
の
で
す
。

幕
府
の
役
人
は
、
通
用
力
か
ら
い
え

ば
こ
の
一
分
銀
貨
と
１
ド
ル
銀
貨
一

枚
が
等
価
だ
と
言
い
張
っ
た
ん
で
す

が
、
ハ
リ
ス
に
し
て
み
れ
ば
理
解
で

き
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

一
分
銀
貨
と
い
う
の
は
非
常
に
進

ん
だ
や
り
方
で
し
た
が
、
理
解
さ
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
両
国
の
銀

貨
は
同
じ
重
さ
で
交
換
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
す
。
日
本
国
内
で
は

一
分
銀
と
し
て
し
か
通
用
し
な
い
は

ず
の
１
ド
ル
銀
貨
で
す
が
、
重
さ
か

ら
言
え
ば
、
確
か
に
一
分
銀
貨
３
枚

分
の
銀
を
含
ん
で
い
た
の
で
３
枚
分

の
通
用
力
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。

　

内
外
貨
幣
の
同
種
同
量
交
換
が
通

商
条
約
で
規
定
さ
れ
た
の
で
、
通
用

力
は
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ

た
わ
け
で
す
。１
ド
ル
銀
貨
は
天
保
一

分
銀
３
枚
と
同
じ
重
さ
な
の
で
、一
分

銀
３
枚
と
交
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。

　

金
貨
流
出
の
仕
組
み
は
、
１
ド
ル

銀
貨
を
１
０
０
枚
、
日
本
に
持
っ
て

く
る
。
そ
し
て
日
本
国
内
で
天
保
一

分
銀
に
換
え
て
、
さ
ら
に
ま
た
天
保

小
判
に
換
え
る
と
75
枚
に
な
っ
た
の

で
す
。
こ
の
天
保
小
判
の
金
貨
75
枚

を
海
外
に
持
ち
出
す
と
、
１
ド
ル
銀

貨
３
０
０
枚
に
引
き
替
え
ら
れ
た
の

で
す
。
だ
か
ら
彼
ら
は
必
死
に
な
っ

て
日
本
の
金
貨
を
買
い
集
め
て
輸
出

し
た
の
で
、
金
貨
が
流
出
し
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
対
策
と
し
て
、幕
府
は「
金
貨

改
鋳
令
」
を
発
布
し
ま
し
た
。
旧
来

の
金
銀
貨
幣
を
集
め
て
鋳
造
し
直
す

時
間
は
な
い
の
で
、
安
政
７
年
、
つ

ま
り
万
延
元（
１
８
６
０
）年
の
１
月

21
日
付
で
「
金
貨
改
鋳
令
」
を
発
布

し
た
の
で
す
。

　

そ
の
と
き
の
正
月
に
丁
吟
が
集
め

た
金
貨
は
、
天
保
小
判
８
８
５
７
両
、

つ
ま
り
８
８
５
７
枚
で
す
。
天
保
一

分
金
が
２
１
６
５
両
、
４
分
で
１
両

で
す
か
ら
、
小
判
の
枚
数
か
ら
す
れ

ば
、
こ
れ
を
４
倍
す
る
と
８
６
６
０

枚
に
な
り
ま
す
。
割
増
通
用
令
に

よ
っ
て
、
丁
吟
は
差
益
の
２
万
５
９

０
６
両
を
得
た
の
で
す
。
万
延
元
年

の
金
貨
投
機
の
結
果
と
し
て
、
丁
吟

の
純
資
産
は
14
万
両
を
超
え
る
も
の

に
な
り
、
２
年
前
の
時
期
か
ら
、
い

き
な
り
倍
加
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た

金
貨
改
鋳
情
報
は
、
彦
根
藩
か
ら
の

も
の
で
す
。
こ
の
時
外
国
人
だ
け
で

は
な
く
、
日
本
の
商
人
も
金
貨
を
買

い
あ
さ
っ
た
の
で
す
。

写真12　井伊家より拝領の黒地袷江山水蒔絵平卓 写真11　井伊家拝領の裃
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桜
田
門
外
の
変

急
報
の
ス
ピ
ー
ド
と
内
容

　

そ
の
後
、
最
初
に
起
き
た
の
が
桜

田
門
外
の
変
で
す
。万
延
元
年（
１
８

６
０
）３
月
３
日
、
現
在
の
暦
で
は

３
月
24
日
ぐ
ら
い
、
そ
の
と
き
大
雪

が
降
り
、
雪
の
朝
の
惨
劇
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
事
変
の
急
報
を
丁
吟
の

江
戸
店
か
ら
京
店
へ
、
そ
し
て
、
こ

の
小
田
苅
へ
送
っ
た
の
で
す
が
、
そ

れ
が
非
常
に
速
か
っ
た
の
で
す
。

　

当
時
の
様
子
が
か
わ
ら
版
に
正
確

に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
桜
田
門
外
の

変
の
と
き
、
討
ち
入
っ
て
き
た
侍
た

ち
は
先
頭
の
方
に
「
申
し
上
げ
ま

す
」
と
訴
え
出
ま
す
。
こ
れ
は
、
駕

籠
訴
と
い
い
、
駕
籠
に
乗
っ
た
大
名

に
訴
え
る
こ
と
で
す
。
駕
籠
訴
が
あ

る
と
、
供
回
り
や
、
駕
籠
回
り
の
人

た
ち
が
、
先
頭
へ
行
っ
て
し
ま
う
の

で
、駕
籠
の
回
り
が
、手
薄
に
な
り
ま

す
。
訴
え
出
た
連
中
は
、
訴
状
と
ピ

ス
ト
ル
を
持
っ
て
い
て
、
い
き
な
り

駕
籠
を
め
が
け
て
ピ
ス
ト
ル
を
撃
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
弾
丸
が
井
伊
直
弼

の
股
間
に
当
た
っ
た
の
で
、
直
弼
は

駕
籠
か
ら
出
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

が
ら
空
き
に
な
っ
た
の
を
見
て
左
右

か
ら
討
ち
込
ん
で
き
た
り
し
て
、
乱

闘
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
桜
田
門
外
の
変
の
急
報
を
、

丁
吟
は「
仕
立
正
三
日
半
限
、番
外
」

と
書
い
た
臨
時
特
別
仕
立
て
便
を
出

し
て
い
ま
す
。
い
か
に
急
な
知
ら
せ

で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
３
月
３
日
の
夜
８
時
ご
ろ
に

書
い
て
、
江
戸
店
か
ら
京
店
に
発
信

し
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
は
そ
こ
に

い
た
も
の
で
な
い
と
わ
か
ら
な
い
よ

う
な
正
確
な
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。

確
か
に
、
井
伊
直
弼
が
ど
う
な
っ
た

か
は
書
い
て
い
ま
せ
ん
が
、
重
大
な

こ
と
が
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
よ

く
分
か
り
、
こ
れ
は
、
３
日
半
、
３

月
７
日
の
昼
に
京
店
に
届
い
て
い
ま

す
。

　

一
方
の
、彦
根
藩
の
場
合
は
、大
久

保
小
膳
、
高
野
瀬
喜
助
と
い
う
、
江

戸
藩
邸
の
側
用
人
の
二
人
が
早
駕
籠

で
彦
根
に
知
ら
せ
に
来
た
の
が
３
月

７
日
の
夜
だ
っ
た
の
で
す
。
丁
吟
の

知
ら
せ
は
、
そ
れ
よ
り
も
早
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

３
月
７
日
の
翌
日
に
幕
府
の
役
人

ら
が
京
店
に
や
っ
て
き
て
、「
お
ま
え

の
と
こ
ろ
に
早
駕
籠
が
来
た
だ
ろ
う
、

急
報
が
届
い
て
い
る
は
ず
だ
」
と
い

う
尋
問
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
に

対
し
て
、「
確
か
に
来
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
す
ぐ
に
小
田
苅
の
本
宅
に
送

り
ま
し
た
の
で
、
内
容
は
知
り
ま
せ

ん
」と
言
っ
て
断
っ
て
い
ま
す
。つ
ま

り
、
本
当
の
こ
と
は
言
わ
な
か
っ
た

の
で
す
。
全
部
見
て
い
る
に
決
ま
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
で
、
い
か

に
迅
速
な
情
報
通
信
網
を
持
っ
て
い

た
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

こ
の
事
件
の
直
後
に
、
丁
吟
は
彦

根
藩
に
対
し
て
資
金
調
達
を
し
て
い

ま
す
。
事
件
の
翌
朝
、
３
月
４
日
に

彦
根
藩
か
ら
丁
吟
の
江
戸
店
に
対
し

て
、
資
金
調
達
の
た
め
に
相
談
が
あ

る
か
ら
出
頭
し
て
く
れ
と
言
わ
れ
て
、

番
頭
の
藤
兵
衛
が
元
方
勘
定
所
に
詰

め
込
み
、
資
金
調
達
の
こ
と
に
あ

た
っ
た
の
で
す
。
江
戸
と
近
江
の
間

で
、
献
金
が
１
０
０
０
両
、
調
達
し

た
お
金
が
１
万
１
０
０
０
両
、
彦
根

藩
か
ら
の
預
か
り
金
を
返
し
た
の
が

３
９
０
０
両
、
計
１
万
５
９
０
０
両

の
資
金
を
調
達
し
て
い
ま
す
。

　
慶
応
元
年
、
小
田
苅
村
の
幕
領
化

　

そ
の
と
き
の
功
に
よ
っ
て
番
頭
藤

兵
衛
は
、
二
人
扶
持
を
褒
美
と
し
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、

こ
の
小
田
苅
村
に
と
っ
て
も
大
き
な

影
響
が
あ
り
、
彦
根
藩
領
地
で
あ
っ

た
小
田
苅
村
は
慶
応
元
年
10
月
、
ピ

ン
ポ
イ
ン
ト
で
幕
府
に
引
き
抜
か
れ
、

幕
府
領
に
な
り
ま
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
前
の
事
態
が
あ

り
ま
す
。
事
件
後
、
ま
ず
彦
根
藩
で

ク
ー
デ
タ
ー
が
起
き
ま
す
。
文
久
２

年（
１
８
６
２
）８
月
、
尊
攘
派
の
岡

本
半
介
と
い
う
家
老
の
一
人
が
ク
ー

写真13　桜田門外の変の急報（㈶近江商人郷土館蔵）

　
江
戸
店
か
ら
京
店
に
届
い
た
桜
田
門
外
の
急
報
。
彦
根
藩
よ
り
約
半
日
早
く
届
き
、

事
件
の
描
写
を
迫
真
的
に
記
し
て
い
る
。

〈
急
報
の
内
容
〉

　

お
駕
籠
の
な
か
へ
抜
き
身
三
本
ば
か
り
つ
き
こ
み
、「
シ
テ
ヤ
ッ
タ
リ
と
声
を
上
げ
」

と
述
べ
、
大
老
直
弼
の
生
死
は
不
明
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
身
に
重
大
な
異
変
の
生
じ

た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
彦
根
藩
側
の
お
よ
そ
の
死
傷
者
の
名
前
を
知
ら
せ
る
と
と
も

に
、
江
戸
藩
邸
の
大
騒
動
の
様
子
が
語
ら
れ
、
文
末
で
は
、
当
分
の
間
の
営
業
自
粛
を

進
言
し
て
い
る
。

（『
近
江
商
人
と
三
方
よ
し
』
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
発
行
よ
り
）
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連
鎖
倒
産
の
危
機

「
立
つ
鳥
後
を
濁
さ
ず
」

　

丁
吟
は
、
万
延
元
年
に
金
貨
の
投

機
で
大
も
う
け
し
た
の
で
す
が
、
そ

の
翌
年
、
文
久
元
年（
１
８
６
１
）

11
月
７
日
に
大
金
を
預
け
て
い
た
両

替
商
の
伊
勢
屋
藤
兵
衛
が
倒
産
し
ま

す
。伊
勢
屋
藤
兵
衛
は
、京
都
の
も
っ

と
も
有
力
な
両
替
商
の
一
人
で
す
が
、

そ
の
伊
勢
屋
藤
兵
衛
が
い
き
な
り
倒

産
し
た
の
で
す
。
純
負
債
額
が
58
万

５
４
６
４
両
。
そ
の
中
で
最
大
の
債

権
者
は
近
江
商
人
で
47
人
、
有
力
な

近
江
商
人
の
ほ
と
ん
ど
が
計
34
万
両

を
預
け
て
い
た
の
で
す
。
最
大
が
丁

吟
の
12
万
両
で
、
松
居
久
右
衛
門
が

10
万
両
で
す
。

　

２
代
目
小
林
吟
右
衛
門
の
時
代
で

し
た
が
、
非
常
に
迅
速
な
対
応
を
し

て
、
ほ
か
の
両
替
商
か
ら
資
金
援
助

を
得
て
、
共
倒
れ
の
危
機
を
脱
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
大
阪

の
両
替
店
を
閉
鎖
す
る
の
で
す
。
そ

の
と
き
、
大
阪
の
両
替
店
に
対
し
て
、

な
だ
め
る
か
た
ち
で
、
つ
ま
り
、
伊

勢
屋
に
だ
ま
さ
れ
た
と
言
っ
て
、
非

常
に
腹
を
立
て
嘆
く
店
員
に
対
し
て
、

「
立
つ
鳥
跡
を
濁
さ
ず
と
い
う
こ
と

が
大
事
だ
」
と
い
い
ま
す
。

「
こ
ん
な
大
き
な
事
件
が
あ
っ
た
後

は
、
せ
っ
か
く
開
い
た
両
替
商
を
閉

鎖
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。で
も
、そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
始
末
を

き
ち
ん
と
す
れ
ば
、
立
つ
鳥
跡
を
濁

さ
ず
と
い
う
か
た
ち
に
す
れ
ば
、
そ

れ
は
世
間
に
対
し
て
い
い
印
象
を
与

え
る
こ
と
に
な
っ
て
、
カ
ム
バ
ッ
ク

も
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
い
ま

は
そ
の
こ
と
を
よ
く
考
え
る
こ
と
が

必
要
だ
」
と
、
京
店
か
ら
手
紙
で
大

阪
の
店
に
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

幕
末
期
に
は
こ
の
よ
う
に
波
乱
が

い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ

は
、
和
宮
下
向
で
す
。

　

和
宮
親
子
内
親
王
は
、
政
略
結
婚

写真14　近江商人の番付（近江商人郷土館蔵）
「湖東中郡日野八幡在々持余家見立相撲」相撲の番付のように近江商人の財力を表している。
小林吟右衛門家は上段の5番目に位置している。

デ
タ
ー
を
起
こ
し
て
、
彦
根
藩
の
政

治
勢
力
が
変
わ
っ
た
の
で
す
。
そ
の

た
め
に
、
井
伊
直
弼
の
側
近
中
の
側

近
の
、
長
野
主
膳
と
宇
津
木
六
之
丞

は
捕
ら
え
ら
れ
て
斬
首
で
す
。
そ
し

て
、
彦
根
藩
に
対
し
て
は
、
蒲
生
郡

と
神
崎
郡
の
う
ち
か
ら
、
10
万
石
が

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。こ
う
い
う
前
史
が
あ
っ
て
、慶
応

元
年
に
小
田
苅
村
だ
け
が
幕
府
領
に

な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
丁

吟
に
と
っ
て
は
、
彦
根
藩
と
の
関
係

が
切
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
の

代
わ
り
、
今
度
は
幕
府
か
ら
い
ろ
ん

な
献
金
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
く
る
の
で
す
。

両
替
商
伊
勢
藤
の
倒
産
波
紋

写真15　２代目小林吟右衛門（1800―1873）

写真16　４代目吟右衛門の書

商
法
を
行
う
と
き
に
は

法
則
を
定
め
て

と
り
か
か
る
べ
し

決
断
早
く

欲
浅
き

朝
起
き

辛
抱

腹
八
分
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で
14
代
将
軍
の
徳
川
家
茂
と
結
婚
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き

和
宮
は
満
16
歳
で
す
。
文
久
元
年
10

月
20
日
に
、
京
都
を
出
発
し
て
、
10

月
22
日
は
守
山
、
翌
日
は
愛
知
川
に

宿
泊
し
て
い
ま
す
。
京
都
か
ら
送
っ

て
き
た
人
が
２
７
５
４
人
、
幕
府
が

迎
え
に
送
っ
て
き
た
の
は
２
９
１
８

人
。
彦
根
藩
の
警
護
人
が
９
８
８
人
、

合
わ
せ
た
ら
６
７
０
０
人
で
す
。
４

カ
所
に
分
宿
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
京
都
で
は
、
文
久
３
年

（
1
8
6
3
）７
月
24
日
、八
幡
屋
卯
兵

衛
の
首
が
三
条
大
橋
の
た
も
と
に
さ

ら
さ
れ
、
そ
の
傍
ら
に
天
誅
続
行
を

宣
言
し
た
添
え
札
が
立
て
ら
れ
ま
し

た
。こ
こ
に
は
三
条
東
洞
院
西
入
る
の

丁
子
屋
吟
三
郎
、
室
町
三
条
上
る
の

布
屋
彦
太
郎
、
同
人
父
市
次
郎
と
書

い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
丁
子
屋
吟
三

郎
と
い
う
の
は
、
丁
吟
の
京
店
の
名

前
で
す
。
布
屋
彦
太
郎
は
、
能
登
川

に
本
宅
が
あ
る
近
江
商
人
阿
部
市
郎

兵
衛
と
そ
の
父
市
次
郎
、
そ
し
て
大

和
屋
庄
兵
衛
。
こ
れ
ら
商
人
へ
の
天

誅
の
理
由
は
「
諸
品
買
い
し
め
、横
浜
、

長
崎
へ
積
み
く
だ
し
、
夷
族
に
相
渡

候
に
付
、
物
価
益
騰
貴
し
万
民
困
苦

に
堪
え
ず
」
と
い
う
も
の
で
、残
っ
た

４
人
も
狙
い
、必
ず
、天
誅
を
加
え
る

と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
今
度
は
、禁
門
の
変（
１

８
６
４
）が
起
き
ま
す
。
こ
れ
は
尊

攘
派
と
公
武
合
体
派
の
軍
事
衝
突
で

す
。
こ
れ
は
１
日
で
収
ま
っ
た
の
で

す
が
、
京
都
の
中
心
部
が
焼
け
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　

徳
川
幕
府
の
最
後
の
慶
応
３
年

（
１
８
６
７
）か
ら
翌
年
に
か
け
て
、

え
え
じ
ゃ
な
い
か
踊
り
と
い
う
の
が

出
て
き
ま
す
。
慶
応
３
年
に
、
徳
川

幕
府
の
第
２
次
長
州
征
討
が
失
敗
に

終
わ
り
、
こ
う
し
た
権
力
の
空
白
が

起
き
た
と
き
に
、
こ
う
い
う
社
会
現

象
が
起
き
た
の
で
す
。
も
う
世
の
中

の
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い

か
と
い
う
意
味
で
、
男
性
が
女
装
し
、

写真17　４代目小林吟右衛門　　
（1845-1905）
綿布会社創設のため、半年間欧米各
地を視察し、小名木川綿布、近江鉄
道などの創設に関わる

写真18　５代目小林吟右衛門
（1873-1970）
小林合名株式会社（丁吟商店）の社長
として大正期の舵取り役を担い、小田
苅の本宅に最後まで住まいし、業務を
統括していた。

写真19　４代目の洋行
明治20年（1887）４月27日から11月８日にかけて視察と機械買い付けのために海
外に出向いた。当時の４代目吟右衛門は、長期にわたって沈滞していた商勢を挽回
し、企業勃興の時運に乗って家業に新分野を切り開こうと、小名木川綿布株式会社（の
ちの富士紡績）の創設に積極的に参加していた。

女
性
が
男
装
し
て
踊
り
狂
い
、
豪
商

や
豪
農
の
家
に
上
が
り
込
ん
で
く
る

の
で
す
。
近
江
商
人
の
家
、
例
え
ば

川
並
村
の
塚
本
定
右
衛
門
家
、
金
堂

の
外
村
与
左
衛
門
家
と
い
う
豪
商
の

家
で
も
、
こ
う
い
う
え
え
じ
ゃ
な
い

か
の
踊
り
の
一
隊
が
上
が
り
込
ん
で

き
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
塚
本
定
右

衛
門
家
で
は
、
た
ぶ
ん
来
る
だ
ろ
う

と
分
か
っ
て
い
る
か
ら
、
み
ん
な
土

足
で
上
が
る
の
で
、
台
所
や
居
間
と

か
座
敷
の
畳
を
裏
返
し
に
し
て
防
衛

し
た
の
で
す
。

明
治
の
丁
吟

松
方
デ
フ
レ
政
策
　
鉄
道
、
銀
行
、

綿
業
、
鉱
山
へ
の
投
資

　

最
後
に
、
明
治
に
な
っ
て
ど
う

な
っ
た
か
を
付
け
加
え
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

松
方
デ
フ
レ
以
後
に
、
近
江
鉄

道
、
東
京
銀
行（
現
在
の
み
ず
ほ
銀

行
）、
小
名
木
川
綿
布（
現
在
の
富
士

紡
）、
治
田
鉱
山（
閉
山
）に
投
資
し

て
い
き
ま
す
。
４
代
目
小
林
吟
右
衛

門
の
時
代
で
す
。

　

明
治
維
新
は
、
武
士
階
級
の
間
で

の
権
力
の
移
行
で
し
た
。
そ
の
と
き

の
動
乱
が
、
そ
れ
以
外
の
階
級
の
人

た
ち
に
と
っ
て
は
、
受
難
の
時
代

だ
っ
た
の
で
あ
り
、
当
事
者
と
い
う

感
じ
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
明
治
14
年（
１
８
８

１
）か
ら
明
治
19
年
に
か
け
て
６
年

間
、デ
フ
レ
政
策
が
と
ら
れ
ま
す
。松

方
デ
フ
レ
と
い
わ
れ
、
貨
幣
制
度
と

銀
行
制
度
を
確
立
す
る
た
め
だ
っ
た

の
で
す
が
、
あ
え
て
意
図
的
に
デ
フ

レ
政
策
が
と
ら
れ
た
の
で
す
。

　

６
年
間
も
不
況
の
政
策
が
と
ら
れ

た
わ
け
で
す
か
ら
、
も
う
た
ま
ら
ん

と
い
う
の
で
、
初
め
て
商
人
階
級
の

人
た
ち
も
新
し
い
事
業
に
手
を
出
し

て
い
き
ま
す
。
そ
れ
は
全
国
的
な
企

業
勃
興
状
況
で
し
た
が
、
こ
の
丁
吟

も
そ
の
う
ち
の
一
人
で
し
た
。

　

明
治
34
年
に
『
時
事
新
報
』（
福

沢
諭
吉
が
創
刊
）の
９
月
22
日
号
が

特
集
記
事
を
出
し
て
い
ま
す
。
日
本

全
国
50
万
円
以
上
の
資
産
家
４
４
１
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人
と
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
滋
賀
県

の
部
で
載
っ
て
い
る
の
は
、
井
伊
直

憲（
最
後
の
彦
根
藩
主
）、
伊
藤
忠
兵

衛
、
外
村
宇
兵
衛
、
塚
本
定
右
衛
門
、

小
林
吟
右
衛
門
、
小
泉
新
助
、
浅
見

又
蔵
、
阿
部
市
郎
兵
衛
、
下
郷
伝
平

の
９
人
で
す
。
井
伊
直
憲
を
除
く
と
、

ほ
と
ん
ど
が
近
江
商
人
と
言
っ
て
も

い
い
人
た
ち
で
す
が
、
古
い
近
江
商

人
と
、
新
興
の
近
江
商
人
が
出
て
い

ま
す
。
こ
れ
以
後
が
大
き
く
分
か
れ

て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

商
家
の
願
い
は「
子
孫
長
久
」と「
家
業
永
続
へ
の
祈
り
」

　

い
ま
申
し
上
げ
た
個
別
的
な
こ
と

と
違
っ
て
、商
家
の
本
当
の
願
い
は
何

か
と
い
う
と
、
子
孫
の
長
久
と
家
業

永
続
へ
の
祈
り
で
す
。

　

丁
吟
に
は
押
込
隠
居
の
規
定
が

あ
っ
て
、子
孫
を
長
久
し
、家
業
が
永

続
す
る
こ
と
へ
の
手
段
と
し
て
の
条

文
を
設
け
て
い
る
の
で
す
。そ
の
た
め

に
、
陰
徳
善
事
、
社
会
貢
献
を
し
な

が
ら
、
そ
の
祈
り
を
達
成
し
よ
う
と

し
た
の
で
す
。

　

陰
徳
善
事
の
中
で
、
公
的
な
も
の

と
し
て
有
名
な
も
の
は
、
中
井
正
治

右
衛
門
の
瀬
田
の
唐
橋
を
一
手
で
架

け
替
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ

か
ら
、
外
池
宇
兵
衛
は
日
野
商
人
で

す
が
、
新
田
開
発
と
上
水
道
の
工
事

を
行
っ
て
い
ま
す
。
西
澤
真
蔵（
愛
荘

町
出
身
）は
、愛
知
県
の
枝
下
用
水
を

完
成
さ
せ
て
い
て
、
水
の
神
様
と
さ

れ
、
神
に
な
っ
た
人
で
す
。
そ
れ
か

ら
、
古
川
鉄
治
郎
は
、
豊
郷
小
学
校

を
一
手
で
寄
付
し
て
い
ま
す
。そ
う
い

う
陰
徳
善
事
を
し
て
、
家
業
の
永
続
、

子
孫
の
長
久
を
祈
っ
た
の
で
す
。

　

日
本
の
商
家
の
組
織
原
理
で
は
、

家
業
の
永
続
と
い
う
の
は
利
益
よ
り

重
視
さ
れ
た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
が
、
多
く
の
老
舗
を
残
し

て
き
た
わ
け
で
す
。
日
本
に
は
、
多

数
の
老
舗
企
業
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
は
現
在
の
会
社
の
企
業
観
に
影
響

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に

続
く
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
大
事
に

し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

日
本
の
老
舗
企
業
に
つ
い
て
の
、

こ
れ
は
一
つ
の
デ
ー
タ
で
す
。
60
カ

国
の
、
２
０
０
年
を
超
え
る
企
業
は

８
７
８
５
社
あ
る
と
統
計
に
出
て
い

ま
す
が
、
日
本
の
場
合
は
３
９
３
７

社
。
そ
の
次
が
ド
イ
ツ
の
１
８
５
０

社
、
半
分
以
下
で
す
ね
。
３
位
が
イ

ギ
リ
ス
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
と
、
続
き
ま

す
が
ほ
と
ん
ど
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
す
。

こ
う
い
う
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
と

い
う
の
は
、
日
本
の
企
業
と
い
う
の

は
、
世
代
交
代
し
な
が
ら
長
く
続
く

こ
と
に
価
値
を
お
い
て
き
た
と
い
う

こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。	（
談
）

　

近
江
商
人
の
商
家
に
生
ま
れ
た
大
作
少
年
が
商
い
の
極
意

を
学
ぶ
ま
で
の
課
程
に
、
思
わ
ず
涙
を
流
し
て
し
ま
う
教
育

映
画
の
名
作
は
、
小
林
家
が
主
な
撮
影
現
場
と
な
っ
た
。

　

多
く
の
漬
物
石
や
桶
な
ど
が
整
然
と
並
び
、
食
料
保
存
庫

前
に
は
砧き

ぬ
た
と
砧
台
が
ひ
っ
そ
り
置
か
れ
て
い
る
。
砧
は
、
木

綿
な
ど
の
布
を
柔
ら
か
く
し
た
り
、
皺
を
延
ば
す
道
具
で
あ

る
が
、
主
に
女
性
の
夜
な
べ
仕
事
で
あ
っ
た
。
商
家
の
女
性

の
生
活
を
示
す
写
真
に
そ
の
様
子
が
残
る
。

「
て
ん
び
ん
の
詩
」
の

主
な
ロ
ケ
地
と
な
っ
た

丁
吟
の
家
屋
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遠
江
国
か
ら
分
寺
し
、
昊
天
和
尚
に
よ
っ
て

創
建
さ
れ
た
龍
潭
寺

　

石
田
三
成
の
居
城
と
し
て
知
ら
れ
る
佐
和
山
山
麓
に
は
、
井
伊
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
二
つ

の
禅
寺
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
臨
済
宗
の
龍
譚
寺
、
そ
し
て
曹
洞
宗
の
清
凉
寺
。
近
江
商
人

郷
土
館
見
学
後
は
、
小
林
吟
右
衛
門
が
勘
定
方
を
務
め
た
井
伊
家
の
菩
提
寺
を
参
詣
し
た
。

　

慶
長
５
年（
１
６
０
０
）、
関
ヶ
原

合
戦
で
活
躍
し
た
井
伊
直
政
が
佐
和

山
城
に
転
封
に
な
る
と
、
井
伊
家
発

祥
の
遠
江
国
の
井
伊
谷（
現
在
の
浜

松
市
）に
あ
る
龍
潭
寺
の
昊
天
和
尚

を
招
い
て
創
建
さ
れ
て
い
る
。
龍
潭

寺
は
、
天
平
５
年（
７
３
３
）遠
江

国
引
佐
郡
に
行
基
に
よ
っ
て
開
か
れ

た
と
伝
え
ら
れ
、
井
伊
共と
も

保や
す

が
葬
ら

れ
た
こ
と
か
ら
、
井
伊
氏
の
菩
提
寺

と
な
り
、
室
町
時
代
に
禅
宗
寺
院
と

な
っ
て
い
る
。

　

直
政
の
意
向
で
創
建
さ
れ
た
龍
潭

寺
の
方
丈
に
は
蕉
門
十
哲
の
森
川
許

六
の
襖
絵
1
0
4
面
が
残
り
、
造
園

を
学
ぶ
園お
ん

頭ず

科か

が
あ
っ
た
寺
に
ふ
さ

わ
し
い
池
泉
、
枯
山
水
の
庭
園
が
佐

和
山
を
借
景
と
し
て
素
晴
ら
し
い
。

初
秋
に
は
清
楚
な
沙
羅

双
樹
が
美
し
い
こ
と
で

知
ら
れ
る
が
、
あ
い
に
く

こ
の
時
期
に
は
ま
だ
つ

ぼ
み
は
固
か
っ
た
も
の

の
、
北
川
宗
暢
住
職
か
ら

寺
の
創
建
や
庭
園
の
説

明
を
受
け
、
静
寂
に
包
ま

れ
た
庭
園
鑑
賞
を
楽
し

ん
だ
。

　

毎
年
、
４
月
１
日
に
は

だ
る
ま
祭
り
が
行
わ
れ

る
こ
と
か
ら
方
丈
に
は

大
き
な
だ
る
ま
を
見
る

こ
と
が
で
き
、
井
伊
谷
か

ら
の
井
伊
氏
の
歴
史
を

堪
能
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

２
代
藩
主
直
孝
が
創
建
し
、
直
弼
が
修
養
し
た
清
凉
寺

　

近
年
改
修
さ
れ
た
清
凉
寺
は
龍
潭

寺
に
隣
接
す
る
曹
洞
宗
の
寺
院
で
、

大
坂
冬
の
陣
で
活
躍
し
た
井
伊
家
２

代
藩
主
直
孝
が
初
代
藩
主
直
政
の
墓

所
と
し
て
創
建
し
、
歴
代
藩
主
の
菩

提
寺
と
し
て
栄
え
る
。
存
在
感
の
あ

る
境
内
の
タ
ブ
の
老
木
は
、
石
田
三

成
の
重
臣
で
あ
っ
た
島
左
近
の
屋
敷

が
あ
っ
た
頃
か
ら
の
も
の
と
伝
わ
る
。

当
寺
は
常
に
参
詣
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
は
あ
る
が
、
特
別
に
拝
観

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
ん
な
無
理

な
お
願
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
村
瀬
行

寛
住
職
か
ら
、
寺
の
創
建
、
井
伊
家

の
こ
と
な
ど
の
ご
説
明
を
い
た
だ
き
、

そ
の
後
内
陣
奥
の
井
伊
家
代
々
位
牌

堂
に
ま
で
ご
案
内
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
た
。

　

井
伊
家
16
代
当
主
夫
人
の
文
子
さ

ん
は
、
こ
よ
な
く
直
弼
を
敬
愛
さ
れ
、

ご
存
命
中
に
は
、毎
年
、直
弼
所
蔵
の

名
品
が
登
場
す
る
盛
大
な
茶
会
が
催

さ
れ
て
い
た
。
直
弼
は
こ
こ
で
幼
少

の
頃
か
ら
修
行
僧
と
と
も
に
修
養
し
、

桜
田
門
外
の
変
の
３
年
前
に
清
凉
寺

か
ら
戒
名
を
授
か
っ
て
い
る
。
清
凉

寺
に
は
歴
代
14
名
の
藩
主
の
肖
像
画

が
伝
わ
る
。

井
伊
家
の
菩
提
寺
　
龍
潭
寺
と
清
凉
寺

直弼の修養道場であった清凉寺

清凉寺の村瀬行寛住職

龍潭寺の庭園
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小学生向け近江商人クイズ

「おはなし近江商人」完成
わかりやすく、楽しみながら近江商人について学習できるツールと
しての「クイズ近江商人」完成後、初の公開授業開催

　三方よし研究所出前講座委員会では、子供たちに近江商人への理解を
深めてもらえる工夫を検討してきましたが、このたびようやく、楽しみ
ながら理解を深めてもらえそうなテキストが完成しました。
　５月の例会では、平田委員長から会員へのお披露目があり、県内の小
学校にも積極的に告知しました。ところがコロナ禍という状況もあり、
手応えがなくがっかりしていました。そんな時、近江商人発祥地のひと
つ五個荘小学校からのご依頼があり、五個荘小学校の４年生、６年生の
みなさんにご披露しました。講師をつとめた平田委員長から当日の報告
をお伝えします。

　いろいろ悩みながら作成したプログラムでしたので、本当に理解してもら
えるのかどうか、不安だらけでした。内部でのテスト講座では、メンバーの皆
さんは大変優しく対応してくれましたが、小学生には事情が違うだろう、江
戸時代の社会の状況や生活の様子が理解できるだろうか、見たこともない道
具はどうして説明するかも心配でしたので、ともかく現物を用意して授業に
臨みました。
　２クラス合同の授業だったので100名の小学生が体育館に集まってきてくれ
ました。皆大変お行儀がよく静かに話を聞いてくれます。クイズを絡ませ、現
物の商業道具を紹介しながら話を進めたのでしたが、さすが、近江商人発祥地
で生まれ育った五個荘の子供たちは、とてもよく理解してくれ、質問にも積極
的に答えてくれました。当然ながら、日頃からの先生方のご指導や地域の方の
暖かい愛情あふれるしつけのたまものだと思ったものです。静かに聞き、はっ
きり話す、わからないことは質問するという、とても気持ちよい授業でした。何
よりも「合羽」「矢立」「銭皿」「早道」などの商業道具に大いに関心を寄せてく
れたことは感激しました。

　この授業が、近江商人を生んだとい
う地域の誇りを感じてもらい、自分自
身の成長の糧にしてもらえれば嬉し
いです。まだまだプログラムの改編も
必要ですが、こうした授業を県内の多
くの場所で実施できるように積極的
に働きかけていこうと思っています。
お気軽にお声がけください。

2022年６月10日中日新聞

TEL. 0749-22-0627
E-mail : office@sanpo-yoshi.com

三方よし研究所事務局

「おはなし近江商人」出前講座●お問い合わせ先

「おはなし近江商人」より部分
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三
方
よ
し
研
究
所
が
生
ま
れ
て
本

年
で
20
年
を
迎
え
る
。今
や
、三
方
よ

し
は
外
国
で
も
通
じ
る
言
葉
に
な
っ

た
が
、
当
時
は
ま
だ
一
般
的
な
言
葉

で
は
な
か
っ
た
。１
９
８
８
年
、滋
賀

県
が
湖
国
の
産
業
興
し
、
ま
ち
づ
く

り
に
近
江
商
人
の
商
法
や
経
営
理
念

を
生
か
す
こ
と
を
目
的
に
世
界
あ
き

ん
ど
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
を
決
め
た

こ
と
が
、
当
研
究
所
設
立
に
つ
な
が

る
。
１
９
９
１
年
、
世
界
あ
き
ん
ど

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
内
外
の
多
く
の
著

名
人
を
集
め
盛
大
に
開
催
さ
れ
、
こ

の
と
き
を
期
に
「
三
方
よ
し
」
は
少

し
は
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
後
滋
賀
県
に
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｏ
委
員

会
が
設
置
さ
れ
、
近
江
商
人
の
理
念

に
学
ぶ
セ
ミ
ナ
ー
や
講
演
会
の
開
催

を
は
じ
め
、
若
手
経
営
者
の
育
成
に

も
腐
心
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
１
０
年

経
過
後
、
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｏ
委
員
会
は

解
散
し
た
。
こ
の
と
き
本
事
業
を
引

き
継
ぐ
形
で
誕
生
し
た
の
が
三
方
よ

し
研
究
所
だ
。
数
年
は
滋
賀
県
の
支

援
を
受
け
た
が
、
今
や
独
り
立
ち
し

た
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
バ
ブ
ル

後
、
失
わ
れ
た
10
年
と
い
わ
れ
る
が
、

今
や
三
方
よ
し
は
確
実
に
見
直
さ
れ

て
き
た
、
こ
の
精
神
が
当
た
り
前
に

な
る
新
た
な
社
会
を
目
指
し
た
い
も

の
だ
。

て
ん
び
ん
棒

第
49
号
　
発
行
／
特
定
非
営
利
活
動
法
人
三
方
よ
し
研
究
所　

〒
５
２
２
︱
０
０
０
４　

滋
賀
県
彦
根
市
鳥
居
本
町
六
五
五
─
一　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
〇
七
四
九（
二
二
）〇
六
二
七　
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近江商人の叡智に学ぶ
2022年10月29日㈯　13：00開始

琵琶湖ホテル 瑠璃の間

講演・シンポジュウム：200名（参加費：1,000円）
　　　　　　　懇親会：100名（参加費：10,000円）

日　　時

場　　所

参加人数

520-0041 滋賀県大津市浜町２-40　 電話： 077-524-7111

特定非営利活動法人三方よし研究所
創立20周年記念式典

記念講演会　
今こそ必要な「近江商人の理念」											講演者：田原総一朗 氏

13：30 ～ 15：00

近江商人の系譜に連なる企業家シンポジュウム
近江商人が創業した企業経営者に出席いただき、創業の志を現在の企業経営にどのように反
映しているかなどの討論を予定。５分程度、参加企業を映像でご紹介します。

司会進行・コーディネータ：末永　國紀（近江商人郷土館館長・同志社大学名誉教授）
　　　　　　　　参 加 者：権藤　浩二（小泉産業株式会社　代表取締役） 1716年創業  
　　　　　　　　　　　　　山中隆太郎（トヨタモビリティ滋賀株式会社　代表取締役） 1831年創業
　　　　　　　　　　　　　塚本喜左衛門（ツカキグループ代表・三方よし研究所理事長） 1867年創業

15：20 ～ 17：00

祝 賀 会
17：30 ～ 19：00

▷映像で見る20年の歩み
▷近江商人ゆかりの酒蔵 利き酒
▷落語（桂　三風）

ご参加お申込先 三方よし研究所事務局　
 Tel. 0749-22-0627		E-mail. office@sanpo-yoshi.net

お申込みは
こちらから


