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C O N T E N T S

日除けや魔よけの意味がある猪目紋様の書院窓越しに今盛りの紫陽花が美しい人気のスポット

教林坊別院・マーチャントミュージアムの玄関

長く無人で取り壊しも検討されていた東近江市五個荘
竜田町の松居久右衛門宅を平成20年に教林坊住職の
廣部光信さんが譲りうけ、15年間、ほぼ独力で修復
され昨年４月にマーチャントミュージアム教林坊別院
として開館。屋敷は国登録有形文化財、庭園は国登録
記念物の指定を受ける
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上段の間のある座敷にて廣部館長より屋敷内のご説明を伺う参加者たち

結界の向こうには米俵、農業余業の五個荘商人らしい

南蔵の地下石蔵の万両庫

勝元宗益（鈍穴）作と伝わる登録記念物の指定を受ける庭園

マーチャントミュージアム館長・キュウレーター
の廣部光信さん
1971年近江八幡市生まれ、教林坊住職

皇
族
が
お
泊
り
に
な
っ
た　

豪
商
屋
敷

　

白
洲
正
子
が
愛
し
た
寺
院
と
し
て

有
名
な
教
林
坊
も
か
つ
て
は
随
分
荒

れ
て
い
た
。
廣
部
さ
ん
は
、
近
江
八

幡
市
安
土
町
石
寺
の
天
台
寺
院
の
お

生
ま
れ
で
あ
る
が
、
初
め
て
教
林
坊

を
訪
ね
た
時
に
廃
墟
の
よ
う
な
荒
れ

寺
が
観
音
浄
土
の
よ
う
に
思
わ
れ
て

復
興
を
決
意
さ
れ
た
と
い
う
。
教
林

坊
を
見
事
に
復
興
さ
れ
た
廣
部
さ
ん

に
松
居
家
屋
敷
修
復
の
打
診
が
あ
り
、

再
び
、
松
居
家
屋
敷
の
復
興
作
業
が

始
ま
っ
た
と
い
う
。

松
居
久
右
衛
門
家
屋
敷
を
修
復
さ
れ
た
廣
部
光
信
館
長
か
ら
、
そ
の
経
緯
や
松
居
久
右
衛
門
家
の
こ
と
を

お
話
い
た
だ
き
、
そ
の
後
屋
敷
内
を
ご
案
内
い
た
だ
い
た
。

松
居
久
右
衛
門
家
屋
敷
が
蘇
る

　

松
居
家
旧
宅
は
竜
田
村
が
一
時

賀か
や
の
み
や

陽
宮（
そ
の
後
久
邇
宮
と
な
る
）の

領
地
に
な
っ
て
い
た
関
係
で
、
賀
陽

宮
家
か
ら
「
松
樹
」
と
い
う
扁
額
を

頂
か
れ
た
こ
と
か
ら
「
松
樹
館
」
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ

し
て
、
大
正
13
年（
１
９
２
４
）に
は

久
邇
宮
朝
彦
親
王
の
息
子
の
邦
彦
王

ら
が
龍
田
神
社
参
拝
の
際
に
宿
泊
さ

れ
た
こ
と
か
ら
こ
の
屋
敷
は
増
改
築

さ
れ
、
上
段
の
間
が
作
ら
れ
る
な
ど

高
い
格
式
を
供
え
て
い
る
。
屋
敷
内

に
は
、
日
本
最
古
と
い
わ
れ
る
洋
式

ト
イ
レ
が
あ
り
、
御
座
所
に
は
洋
風

の
調
度
が
お
か
れ
て
い
る
。

豪
商
の
証
「
万
両
庫
」

　

主
屋
は
文
化
11
年（
１
８
１
４
）

の
建
築
で
、
江
戸
時
代
に
は
敷
地
内

に
５
棟
の
土
蔵
が
建
ち
、
明
治
・
大

正
・
昭
和
初
期
に
増
築
さ
れ
て
き
て

い
る
。

　

主
屋
か
ら
東
南
の
位
置
に
あ
る
文

庫
蔵
は
格
式
を
も
っ
て
作
ら
れ
、
掛

け
軸
や
屏
風
な
ど
が
納
め
ら
れ
、
そ

の
奥
の
「
南
蔵
」
に
は
石
造
り
の
隠

し
金
庫
「
万
両
庫
」
が
作
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
は
千
両
箱
が
10
箱
収
ま

る
と
い
う
。
見
た
目
が
立
派
な
文
庫

蔵
で
な
く
、
わ
ざ
と
簡
素
な
南
蔵
に

作
ら
れ
た
の
は
、
泥
棒
を
欺
く
知
恵

だ
と
い
え
よ
う
。

　

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の

見
学
後
に
は
、
会
場
を
外
村
宇
兵
衛

旧
宅
を
改
修
し
研
修
・
宿
泊
施
設
と

な
っ
て
い
る
「
ニ
ッ
ポ
ニ
ア
」
に
移

動
し
、
末
永
國
紀
顧
問
よ
り
よ
り
詳

細
な
松
居
久
右
衛
門
家
に
つ
い
て
の

ご
講
演
を
い
た
だ
い
た
。
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松
居
久
右
衛
門
家
の
家
風
を
し
の
ぶ

俊
恵
の
置
き
忘
れ
た
73
両
２
分

　

先
ほ
ど
皆
様
と
ご
一
緒
に
見
学
し

ま
し
た
松
居
久
右
衛
門
家
の
先
祖
に

つ
い
て
、
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
廣
部
光
信
館
長
か
ら
お
話
を
伺

い
ま
し
た
が
、
よ
り
詳
し
く
実
証
的

に
た
ど
っ
て
み
ま
す
。

　

廣
部
様
か
ら
の
お
話
に
で
て
き

た
、
財
布
を
拾
っ
た
久
次
郎
は
久
右

衛
門
家
の
ご
先
祖
で
す
。
そ
し
て
財

布
を
落
と
し
た
の
は
播
州
赤
穂
の
神

宮
寺
の
俊
恵
と
い
う
お
坊
さ
ん
で
す

が
、
こ
の
俊
恵
が
、
久
次
郎
と
い
う

拾
い
主
に
対
す
る
お
礼
を
言
い
た
く

て
、
そ
れ
を
書
き
物（
図
３
）に
し
て

い
ま
す
。
従
っ
て
廣
部
館
長
の
お
話

は
非
常
に
信
憑
性
の
あ
る
こ
と
な
の

で
、
最
初
に
、
久
次
郎
と
い
う
松
居

久
右
衛
門
家
の
先
祖
に
つ
い
て
ご
紹

介
し
ま
し
ょ
う
。

　

図
２
の
僧
侶
の
姿
を
し
て
い
る
の

が
俊
恵
で
す
。
そ
し
て
図
１
の
天
秤

棒
を
担
っ
て
い
る
の
が
松
居
久
右
衛

門
家
初
代
の
久
次
郎
で
す
。
久
次
郎

の
法
名
は
慶
心
と
い
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
商
い
を
始
め
た
頃
の
姿
を
絵
に

し
た
も
の
で
す
。

　

久
次
郎
の
格
好
は
、
確
か
に
笠
を

て
ん
び
ん
棒
の
両
方
に
担
い
で
い
ま

同
志
社
大
学
名
誉
教
授
　
末
永
　
國
紀
　
氏

図２　俊恵（長寿寺蔵）近江商人事績寫眞帖より 図１　松居久次郎行商の図（長寿寺蔵）

す
。
表
情
は
、
や
っ
ぱ
り
46
歳
に
ふ

さ
わ
し
く
も
う
年
を
取
っ
た
表
情
に

な
っ
て
い
ま
す
。「
人
生
五
十
年
」

の
時
代
で
し
た
か
ら
、
46
歳
に
な
っ

て
、
ま
だ
こ
の
よ
う
な
姿
を
し
て
い

る
と
い
う
の
は
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
な

の
で
す
ね
。
久
次
郎
は
、
俊
恵
に
自

ら
「
自
分
は
貧
し
い
農
民
だ
」
と
紹

介
し
た
そ
う
で
、
俊
恵
の
残
し
た
書

状
に
そ
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

俊
恵
が
大
金
を
置
き
忘
れ
た
の
は
、

寛
文
４
年（
１
６
６
４
）９
月
16
日
、

多
賀
大
社
参
詣
を
終
え
て
赤
穂
へ
の

帰
路
、
中
山
道
を
下
っ
て
、
三
上
山

近
く
の
小
堤
村
で
休
憩
し
て
い
る
時

の
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
腰
を
下
ろ

　

俊
恵
が
置
き
忘
れ
た
お
金
は
、
73

両
２
分
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

ど
ん
な
お
金
だ
っ
た
か
と
い
い
ま
す

と
、
お
そ
ら
く
慶
長
一
分
判
金
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の

こ
ろ
は
、
こ
れ
し
か
な
か
っ
た
の
で

す
。
一
分
判
金
は
金
と
銀
で
で
き
て

い
る
の
で
す
が
、
そ
の
純
度
は
85
％

く
ら
い
の
金
だ
っ
た
と
の
こ
と
で
、

非
常
に
純
度
が
高
い
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
現

在
の
貨
幣
価
値
で
み
る
と
だ
い
た
い

１
個
70
万
円
か
ら
35
万
円
く
ら
い
と

い
う
こ
と
で
非
常
に
高
価
で
す
。

　

一
分
判
金
の
大
き
さ
は
、
横
は
１

し
て
休
憩
し
て
い
て
、
出
立
す
る
と

き
に
、
切
り
株
の
上
に
載
せ
た
金
袋

を
忘
れ
て
し
ま
い
、
し
ば
ら
く
し
て

忘
れ
た
こ
と
に
気
が
付
き
、
慌
て
て

戻
っ
た
時
に
久
次
郎
に
出
く
わ
し
た

の
で
す
。

　

こ
の
時
、
久
次
郎
が
持
っ
て
い
た

商
品
は
、
本
当
に
さ
さ
や
か
な
も
の

で
し
た
。
畳
の
材
料
に
も
な
る
イ
草

で
編
ん
だ
編
み
笠
を
担
い
で
い
る
だ

け
が
あ
り
っ
た
け
の
商
品
で
、
そ
れ

は
い
く
ら
に
も
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
最
初
は
こ
の
よ
う

な
小
さ
な
商
い
か
ら
始
ま
っ
て
、
次

第
に
資
金
を
積
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。

セ
ン
チ
、
縦
は
１
・
５
セ
ン
チ
く
ら

い
で
重
さ
は
４
・
３
グ
ラ
ム
ぐ
ら
い

で
す
。

　

一
分
金
１
枚
が
4
・
43
ｇ
、
一
分
と

い
う
こ
と
は
、
こ
れ
が
四
つ
で
１
両

で
す
か
ら
73
両
は
２
９
２
枚
の
一
分

判
金
で
、
４
・
43
ｇ
×
２
９
２
枚
＝

1
、
２
９
３
ｇ
、
つ
ま
り
73
両
、
そ

れ
と
２
分
と
い
う
金
の
重
さ
は
１
キ

ロ
を
超
え
る
重
さ
に
な
り
ま
す
。
１

キ
ロ
を
超
え
る
も
の
を
抱
え
て
旅
を

す
る
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
大
変

な
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
正
確

に
は
１
・
２
９
３
キ
ロ
と
な
る
の
で
、

１
・
３
キ
ロ
の
も
の
を
抱
え
る
と
い
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松
居
久
左
衛
門
家
に
残
る
「
書
記
し
置
事
」

う
こ
と
は
相
当
重
た
か
っ
た
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
ス
イ
カ
を
持
っ
て
歩
く
と

す
る
と
、
最
初
は
軽
い
な
と
思
っ
て

い
て
も
、
持
っ
て
歩
い
て
い
く
う
ち

に
ず
っ
し
り
と
重
く
な
っ
て
き
ま
す
。

俊
恵
は
こ
う
し
た
重
い
も
の
を
持
っ

て
播
州
の
神
宮
寺
へ
帰
ろ
う
と
し
て

　

俊
恵
が
書
き
残
し
た
礼
状
の
写
し

が
、
実
は
松
居
久
左
衛
門
家
文
書
の

中
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
「
本
本

家
先
祖
主
人
由
来
写
」
と
書
い
て
い

ま
す
。「
本
本
家
」
と
い
う
の
は
、松

居
一
統
の
本
家
、
松
居
久
右
衛
門
家

で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
分
家
の
一
つ

い
た
の
で
す
。
途
中
で
休
み
た
く
も

な
り
ま
す
ね
。

　

図
3
に
は
、「
播
州
赤
穂
沙
門　

神

宮
寺
俊
恵
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
も

う
す
り
切
れ
て
い
ま
す
が
東
近
江
市

池
之
脇
の
長
寿
寺※

に
現
存
し
て
い
ま

す
。

が
松
居
久
左
衛
門
家
だ
っ
た
の
で
す

が
、
松
居
久
左
衛
門
家
も
本
家
に
な

る
わ
け
で
す
か
ら
、「
本
本
家
」
と
い

う
ふ
う
に
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
こ

れ
で
、
松
居
久
左
衛
門
家
の
こ
と
だ

と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
読
み

や
す
く
し
た
資
料
を
用
意
し
ま
し
た

の
で
ご
参
照
く
だ
さ
い
。（
図
４
）

　

久
左
衛
門
家
に
残
る
書
状
に
は

「
書
記
し
置
事
」と
書
い
て
あ
り
、「
寛

文
四
甲
辰
年
九
月
十
六
日
」
の
出
来

事
で
あ
り
、「
金
子
七
拾
三
両
」
と

「
外
ニ　

金
弐
両
弐
分
」、
こ
れ
は
道

中
に
使
う
旅
費
な
の
で
「
別
紙
ニ
包

置
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
他
に
も

先
ほ
ど
の
廣
部
さ
ん
の
話
と
同
じ
よ

う
な
内
容
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

も
っ
と
詳
し
く
書
い
て
い
ま
す
。

　

図
４
に
は
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
ま

で
分
け
て
掲
載
し
ま
し
た
が
、
こ
れ

を
見
ま
す
と
、
非
常
に
詳
し
く
書
い

て
い
ま
す
。

　

小
堤
村
と
い
う
村
は
ず
れ
で
休
憩

し
た
、
そ
の
と
き
に
忘
れ
た
。
1
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
行
っ
て
か
ら
思

い
出
し
て
、
倉
皇
と
し
て
走
り
帰
っ

た
。
そ
う
す
る
と
、
そ
こ
に
久
次
郎

が
イ
草
の
笠
を
て
ん
び
ん
棒
に
担
っ

て
、「
て
ん
び
ん
棒
の
先
に
１
・
３
キ

ロ
の
袋
を
ぶ
ら
下
げ
な
が
ら
や
っ

て
来
る
人
が
い
た
。」
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。

　

そ
こ
で
「
そ
れ
は
自
分
の
も
の

だ
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
で
す
。

だ
け
ど
、
久
次
郎
は
す
ぐ
に
は
返
さ

な
か
っ
た
。「
自
分
は
、い
ま
か
ら
大

坂
を
経
て
播
州
へ
行
く
つ
も
り
だ
か

ら
、
今
日
は
大
坂
に
泊
ま
る
つ
も
り

だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
大
津
の

宿
に
変
更
す
る
。
そ
こ
ま
で
つ
い
て

き
て
、
そ
こ
で
改
め
て
か
ら
、
あ
な

た
も
の
で
あ
れ
ば
渡
し
ま
し
ょ
う
」

と
言
っ
た
。

　

そ
れ
で
二
人
は
小
堤
村
か
ら
大
津

ま
で
ず
っ
と
歩
い
て
い
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
大
津
の
宿
に
着
い
た
後
、

二
人
は
相
対
し
て
、
そ
こ
で
俊
恵
の

言
っ
た
こ
と
は
本
当
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
を
確
認
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
確
か
に
間
違
い
な
い
、
73
両
２

分
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
「
こ

れ
は
あ
な
た
の
も
の
だ
か
ら
返
し
ま

す
よ
」
と
言
っ
て
、
あ
っ
さ
り
返
し

た
の
で
す
。
び
っ
く
り
し
た
の
は
俊

恵
で
す
。

　

こ
ん
な
大
金
を
拾
っ
た
人
に
対
し

て
、
10
両
を
進
呈
し
よ
う
と
し
た
け

図３　俊恵の消息文　久次郎との出会いと、久次郎の正直・清廉さに感心し、
久次郎の繁栄を祈願した経緯を記している（長寿寺蔵）近江商人博物館提供

※ 長寿寺
　鈴鹿山脈に近い東近江市池之脇集落に建つ長寿寺は、
751年に現在地より１㎞ほど離れた山中に良弁僧正が開
創したと伝わる。慈覚大師円仁が訪れて天台宗の寺とな
り、七堂伽藍を備えた大寺であったらしい。戦国時代に
は佐々木氏の祈願所として大いに栄えたが、織田信長に
よって焼失。1659年現在地に再興。大石内蔵助の師・
俊恵和尚が修行で滞在したことから、内蔵助との書簡や
絵図が残されている。
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そ
の
後
の
松
居
久
右
衛
門
家

れ
ど
も
、
久
次
郎
は
決
し
て
受
け
取

ら
ず
、「
そ
れ
を
も
ら
う
理
由
が
な

い
」
と
拒
み
続
け
ま
す
。
俊
恵
が
な

ぜ
か
と
聞
く
と
、「
自
分
も
の
に
し
よ

う
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
て
ん
び
ん

棒
の
先
に
ぶ
ら
下
げ
て
い
っ
た
り
し

な
い
。
さ
だ
め
し
忘
れ
た
人
は
大
変

な
目
に
遭
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
っ

て
、
落
と
し
主
を
捜
す
た
め
に
ぶ
ら

下
げ
て
や
っ
て
来
た
の
だ
か
ら
、
お

礼
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
」
と
言
っ

て
固
く
辞
退
し
た
の
で
す
。

　

こ
の
久
次
郎
が
松
居
久
右
衛
門
家

の
先
祖
で
す
が
、
そ
の
後
に
つ
い
て

み
て
み
ま
し
ょ
う
。
第
１
表
を
参
照

く
だ
さ
い
。「
松
居
久
右
衛
門
家
の
蓄

積
過
程
」
こ
れ
は
純
資
産
を
表
示
し

た
も
の
で
す
。
正
徳
３
年（
１
７
１

　

押
し
問
答
の
末
、
そ
れ
な
ら
ば
と

い
う
の
で
、久
次
郎
か
ら「
自
分
の
家

の
長
久
、
長
く
栄
え
る
こ
と
を
祈
っ

て
く
れ
」
と
い
う
提
案
を
出
し
ま
し

た
。
す
る
と
、
俊
恵
は
「
そ
れ
は
も

う
お
安
い
こ
と
で
す
」
と
言
い
「
こ

れ
か
ら
ず
っ
と
あ
な
た
の
ご
恩
を
忘

れ
な
い
た
め
に
、
護
摩
供
養
を
い
た

し
ま
す
」
と
言
っ
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
二
人
の
や
り
取
り
が
、

一
方
の
当
事
者
の
俊
恵
の
手
に
よ
っ

て
、
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

本
本
家
先
祖
主
人
由
来
写

　
　
　
　
　

書
記
し
置
事

　
　
　

寛
文
四
甲
辰
年
九
月
十
六
日

　
　

一　

金
子
七
拾
三
両　
　

歩
金
也

　
　
　
　

外
ニ　

金
弐
両
弐
分　

道
中
遣
ひ
用

　
　
　
　
　
　
　

別
紙
ニ
包
置

イ　
　

右
は
袋
ニ
入
れ
置
、
江
州
武
佐
駅
立
ニ
而
、
鏡
山
守
山
の
間
ニ
小
堤
村
と
欤
申
村
端

れ
に
休
足
し
、
右
袋
木
の
伐
株
江
乗
置
、
其
侭
に
忘
れ
置
、
頓
て
拾
丁
斗
行
思
ひ
出
し
、
誠

ニ
手
に
汗
を
握
り
四
五
丁
斗
も
走
帰
り
し
に
、
先
方
ゟ
莚
包
壱
荷
に
な
ひ
、
彼
の
袋
を
棒
の

先
に
か
け
歩
み
来
る
人
あ
り
、
予
、
其
人
江
申
様
は
、
貴
公
は
何
方
ゟ
何
方
江
御
越
ニ
候
哉
、

愚
僧
は
播
州
路
の
者
な
る
が
、
心
願
有
之　

多
賀
大
明
神
江
参
詣
い
た
し
只
今
下
向
の
砌
な

り
、

ロ　
　

し
か
る
に
先
程
少
し
あ
と
に
て
休
足
い
た
し
、
大
切
な
る
袋
を
失
念
致
し
、
今
思
ひ

出
し
た
ず
ね
に
帰
る
所
な
る
が
、
貴
様
の
棒
に
か
け
置
給
ふ
袋
こ
そ
愚
僧
忘
れ
置
し
袋
な
り
、

貴
様
拾
ひ
給
ひ
候
ハ
ヽ
何
卒
愚
僧
江
返
し
被
下
か
し
、
広
大
の
御
高
恩
と
申
候
処
、

ハ　
　

右
の
人
答
申
候
は
、
成
程
此
袋
四
五
丁
跡
ニ
て
拾
ひ
候
、
御
僧
御
所
持
ニ
候
ハ
ヽ
御

返
進
可
申
け
れ
共
、
爰
は
途
中
の
事
、
今
晩
は
大
津
に
て
宿
い
た
し
宿
ニ
而
得
と
相
改
、
間

違
も
無
之
は
御
渡
し
可
申
由
被
申
呉
、
安
心
の
お
も
ひ
し
て
、
夫
よ
り
道
す
柄
行
方
越
路
を

咄
し
合
、

ニ　
　

右
の
仁
咄
ニ
ハ
私
ハ
誠
に
貧
し
き
難
渋
も
の
に
て
、
大
坂
ゟ
播
州
路
へ
当
国
の
産
物

イ
笠
を
持
参
、
渡
世
し
仕
候
、
貴
上
人
も
此
袋
無
之
に
而
は
御
難
義
御
尤
至
極
、
実
ニ
我
身

に
引
競
へ
御
察
申
な
り
、
宿
に
て
相
改
御
渡
可
申
、
御
心
易
か
る
へ
し
、
今
日
は
伏
見
江
罷

越
夜
船
ニ
て
大
坂
へ
可
参
積
り
ニ
候
へ
共
、
右
故
大
津
に
泊
る
へ
し
と
、
彼
是
す
る
内
大
津

宿
に
着
、
同
宿
い
た
し
、
扨
右
の
袋
の
中
品
も
の
可
被
仰
聞
と
被
申
、
則
予

ホ　
　

御
論
旨
を
始
何
か
残
な
く
咄
申
候
所
、
致
都
合
候
ニ
付
其
侭
袋
返
し
被
呉
、
忝
な
さ

身
に
余
り
、
右
の
金
子
の
内
拾
両
取
出
し
御
礼
の
為
と
指
出
し
進
上
候
所
、
彼
仁
、
是
は
何

申
そ
、御
礼
申
請
る
存
心
な
れ
は
拾
ひ
候
節
隠
し
置
候
へ
と
も
、何
卒
し
て
其
主
江
戻
し
度
存
、

棒
の
先
に
懸
置
候
事
、
私
の
志
も
相
届
大
慶
に
候
由
被
申
候
故
、

ヘ　
　

夫
ニ
而
ハ
大
恩
報
せ
ん
様
も
な
し
、
是
非
と
押
返
し
右
金
子
指
出
し
候
処
、
中
々
以

取
得
す
、
左
様
思
食
候
ハ
ヽ
私
義
も
貧
家
に
て
難
渋
に
暮
し
候
へ
ハ
、
御
僧
の
御
申
な
れ
ば
、

只
私
家
子
孫
繁
昌
寿
命
長
久
の
御
祈
念
ニ
而
も
被
成
下
候
ハ
ヽ
無
此
上
仕
合
と
被
申
候
程
に
、

ト　
　

其
義
ハ
何
ゟ
以
易
き
御
事
、
御
姓
名
承
り
度
と
尋
ケ
れ
は
、
江
州
神
崎
郡
衣
笠
山
麓

位
田
村
久
次
郎
と
申
今
年
四
十
六
歳
ニ
相
成
申
候
と
被
申
聞
候
ニ
付
、
則
右
御
祈
念
之
義
ハ

拙
僧
ハ
不
及
申
弟
子
共
八
人
有
之
候
間
、
右
御
返
報
の
た
め
永
代
護
摩
供
修
行
急
度
相
違
無

之
段
請
合
候
ヘ
バ
、
久
次
郎
殿
被
致
大
慶
候
、

チ　
　

事
余
り
不
思
議
の
因
縁
、
是
全
く
予
、
兼
日
伊
勢
天
照
皇
太
神
宮
信
仰
の
事
故
、
則

御
祭
礼
の
日
に
当
テ
右
の
始
末
難
有
因
縁
ゆ
へ
、
此
一
巻
に
書
記
し
置
、
永
代
護
摩
供
可
致

修
行
者
也
云
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

播
州
赤
穂
沙
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
宮
寺
俊
恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
印
有

　
　
　
　

追
加

右
為
返
報
久
次
郎
殿
其
節
の
姿
絵
か
ゝ
せ
、
予
一
代
礼
拝
慕
敬
怠
た
ら
す
、
末
世
に
て
も
右

陰
徳
感
服
し
て
謹
而
礼
拝
尊
敬
す
へ
し

　
　

う
れ
し
さ
を

　
　
　
　

書
置
亀
の

　
　
　
　
　
　

す
え
か
け
て

　
　

久
次
の
栄
へ

　
　
　
　
　
　

守
ら
せ
給
へ

右
当
国
池
の
脇
村
長
寿
寺
と
申
寺
ニ
、
絵
姿
一
幅
右
の
通
り
の
書
物
御
座
候
、
右
仮
写
置
云
々

図４　本本家先祖主人由来写

３
）か
ら
延
享
３
年
ま
で
の
40
年
近

く
の
間
の
純
資
産
の
蓄
積
の
過
程
で

す
。
こ
れ
は
、
分
家
の
松
居
久
左
衛

門
家
の
「
書
出
帳
」
と
い
う
勘
定
帳

の
中
に
載
っ
て
い
ま
し
た
。
本
家
の

純
資
産
の
状
況
が
、
分
家
に
残
っ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま

す
。
伊
藤
忠
の
場
合
で
も
そ
う
で
す
。

伊
藤
忠
兵
衛
家
と
伊
藤
長
兵
衛
家
は

兄
弟
で
す
か
ら
、
長
兵
衛
家
の
資
料

の
中
に
忠
兵
衛
家
の
と
こ
ろ
の
純
資

産
が
書
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
全
然

不
思
議
で
も
何
で
も
な
い
わ
け
な
の

で
す
。

　

第
１
表
は
２
代
目
久
右
衛
門
の
と

き
の
記
録
で
す
が
、
最
初
の
正
徳
３

年
の
と
き
の
純
資
産
は
、
銀
に
し
て

29
貫
９
３
９
匁
で
す
。
１
両
が
銀
60

匁
と
し
て
換
算
す
る
と
、
だ
い
た
い

１
８
０
０
両
で
す
。
そ
し
て
最
後
の

延
享
３
年（
１
７
４
６
）ち
ょ
う
ど
30

年
ぐ
ら
い
後
に
は
、
銀
２
２
５
貫
９

４
７
匁
で
す
か
ら
、
両
に
換
算
し
ま

す
と
、
１
万
３
５
０
０
両
く
ら
い
に

な
り
、
順
調
に
資
産
が
伸
び
て
い
っ

た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第１表　松居久右衛門家の蓄積過程
年号 西暦 有銀（貫）
正徳３ 1713 29.939
　　４ 1714 31.996
　　５ 1715 38.385
享保元 1716 43.274
　　２ 1717 50.595
　　３ 1718 70.234
　　４ 1719 87.985
　　５ 1720 103.493
　　６ 1721 31.270
　　７ 1722 35.214
　　８ 1723 40.854
　　９ 1724 46.401
　　10 1725 55.200
　　11 1726 58.208
　　12 1727 66.214
　　13 1728 64.810
　　14 1729 67.146
　　15 1730 70.189
　　16 1731 74.040
　　17 1732 82.116
　　18 1733 81.873
　　19 1734 86.438
　　20 1735 93.904
元文元 1736 85.338
　　２ 1737 144.559
　　３ 1738 172.274
　　４ 1739 183.350
　　５ 1740 192.250
寛保元 1741 183.092
　　２ 1742 191.706
　　３ 1743 201.898
延享元 1744 214.257
　　２ 1745 224.060
　　３ 1746 225.947

（註）１．�享保５年には，「此年慶長銀示也，古金ニ替
り申候，改廿五貫百七拾壱匁」との注記あり．

　　２．�元文元年には，「此年文銀出，五割増，此銀
百廿八貫目也」との注記あり，

（出典）延享３年「書出張」（＃262）より作成．
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財
産
分
与
に
よ
る
分
家
創
出

善
行
が
積
み
家
業
の
隆
盛
へ

　

松
居
久
右
衛
門
家
で
は
、
財
産
分

与
に
よ
る
分
家
創
出
を
２
回
行
っ
て

い
ま
す
。
分
家
を
創
出
す
る
た
め
に

２
代
目
は
、
ま
ず
自
分
の
長
子
に
銀

80
貫
目
を
譲
り
、
あ
と
の
３
人
の
息

子
に
は
、
銀
50
貫
ぐ
ら
い
ず
つ
、
あ

る
い
は
銀
45
貫
目
を
分
与
し
て
い
ま

す
。

　

こ
の
う
ち
の
久
左
衛
門
が
遊
見
家

で
す
。
松
居
遊
見（
図
６
）が
出
た
分

家
の
こ
と
で
銀
45
貫
目
２
７
８
匁
８

分
を
譲
与
さ
れ
て
い
ま
す
。
松
居
遊

見
は
、
仏
教
の
非
常
に
篤
信
家
の
人

で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
先
祖
の
間
に
非
常

に
善
行
を
積
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、

結
局
、
後
に
も
ず
っ
と
商
売
に
優
れ

た
子
孫
を
生
み
出
し
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。つ
ま
り
、落

と
し
主
の
迷
惑
を
考
え
る
。
自
分
は

貧
し
い
農
民
だ
け
れ
ど
も
、
落
と
し

主
の
迷
惑
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
欲
得
ず
く
で
は

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
久
次
郎
さ

ん
は
そ
う
い
う
人
物
で
あ
っ
た
の
で

す
。

　

も
う
一
つ
、
先
祖
の
久
次
郎
さ
ん

の
特
徴
は
、
同
宿
の
上
で
返
却
す
る

と
き
の
態
度
が
非
常
に
理
に
か
な
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
す
ぐ
渡
す
の

で
は
な
く
、
確
認
し
た
上
で
渡
し
て

い
ま
す
。
し
か
も
、
宿
屋
に
着
い
て
、

き
ち
ん
と
調
べ
た
上
で
渡
し
て
い
る

と
い
う
慎
重
な
性
格
で
あ
っ
た
こ
と

も
大
事
な
こ
と
で
し
た
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
、
３
番
目
と
し
て

は
、
謝
礼
を
あ
く
ま
で
も
拒
絶
し
た

と
い
う
、そ
の
清
廉
さ
で
す
ね
。普
通
、

　

最
初
の
分
家
創
出
の
た
め
の
財
産

分
与
は
延
享
３
年
で
、
ち
ょ
う
ど
江

戸
時
代
の
中
期
で
三
つ
の
分
家
が
で

き
ま
し
た
。
松
居
家
一
統
で
す
。
さ

ら
に
そ
の
次
の
３
代
目
も
寛
政
９
年

（
１
７
９
７
）に
財
産
分
与
を
行
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
と
き
は
、
本
家
に
８

１
６
０
両
を
残
し
て
、
あ
と
は
忠
右

衛
門
と
覚
右
衛
門
に
そ
れ
ぞ
れ
半
分

ず
つ
ぐ
ら
い
、
５
０
０
０
両
ぐ
ら
い

ず
つ
を
分
け
て
い
ま
す
。

財産分与による分家創出

三代目　久右衛門　　　　　　銀80貫目
　　　　庄右衛門　　　　　　銀50貫目
　　　　久左衛門（遊見家）　　銀45貫目278匁８分
　　　　市右衛門　　　　　　銀45貫目

寛政９年（1797）の財産分与
　　　　本家久右衛門　　　　銀136貫目751匁７分
　　　　忠右衛門　　　　　　銀75貫目213匁５分
　　　　覚右衛門　　　　　　銀61貫538匁２分

図６　松居久左衛門（遊見）（近江商人博物館蔵）

図５　財産分与による分家創出

ち
ょ
っ
と
考
え
に
く
い
ぐ
ら
い
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
73
両
は
、
今
の

お
金
に
す
る
と
１
０
０
０
万
円
近
い

と
思
い
ま
す
。

　

要
す
る
に
、
慶
心
は
、
自
分
の
身

は
貧
し
い
な
が
ら
も
、
大
金
を
拾
っ

て
も
、
そ
れ
を
自
分
の
も
の
に
し
よ

う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ

を
返
す
と
き
の
慎
重
さ
、
非
常
に
理

に
か
な
っ
た
や
り
方
で
返
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
謝
礼
を
受
け
取
ら
ず
、

自
分
の
家
が
、
子
孫
が
長
く
栄
え
る

よ
う
に
と
い
う
こ
と
を
祈
っ
て
く
れ

と
い
う
こ
と
だ
け
を
、
条
件
と
し
て

出
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
が
や
っ
ぱ

り
結
果
と
し
て
は
、
こ
の
松
居
家
の

長
久
に
つ
な
が
っ
た
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

図
７
は
近
江
商
人
の
番
付
で
す
。

要
す
る
に
近
江
商
人
の
稼
ぎ
高
の
順

位
ラ
ン
キ
ン
グ
で
す
。
こ
こ
に
一
番

大
き
く
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
外
村

与
左
衛
門
で
す
。
駐
車
場
か
ら
こ
こ

（
ニ
ッ
ポ
ニ
ア
五
個
荘
）に
来
る
途
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両
替
商
伊
勢
屋
藤
兵
衛
の
倒
産
と
そ
の
影
響

「
三
方
よ
し
」
表
現
の
初
出

　

文
久
元
年（
１
８
６
１
）に
伊
勢

屋
藤
兵
衛
と
い
う
京
都
の
大
手
の
両

替
商
が
11
月
７
日
突
然
に
倒
産
し
ま

す
。
伊
勢
屋
藤
兵
衛（
伊
勢
藤
）は
代

表
的
な
両
替
商
で
、
近
江
商
人
た
ち

の
機
関
銀
行
だ
っ
た
の
で
、
た
く
さ

ん
の
近
江
商
人
が
、
伊
勢
藤
に
お
金

を
預
け
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
突
然

に
倒
産
し
た
の
で
、
多
く
の
近
江
商

人
が
大
き
な
損
失
を
被
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
伊
勢
藤
の

純
負
債
額
52
万
５
３
４
１
両
と
銀
３

６
０
７
貫
目（
取
引
先
２
１
２
人
）

で
、
久
右
衛
門
家
は
こ
の
と
き
10
万

両
超
え
の
預
金
を
持
っ
て
い
た
の
で

す
。
こ
の
と
き
一
番
大
き
な
被
害
を

受
け
た
の
が
小
林
吟
右
衛
門
で
、
14

万
両
ち
ょ
っ
と
で
す
。

　

こ
の
幕
末
に
お
こ
っ
た
起
き
た
伊

勢
屋
藤
兵
衛
の
倒
産
事
件
は
、
幕
府

の
出
先
機
関
で
あ
る
京
都
西
町
奉
行

　

最
後
に
「
三
方
よ
し
」
と
い
う
言

葉
が
い
つ
出
て
き
た
か
と
い
う
こ
と

を
少
し
ご
紹
介
し
ま
す
。
江
戸
時
代

に
は
「
三
方
よ
し
」
と
い
う
言
葉
が

な
か
っ
た
と
い
う
見
方
を
す
る
人
も

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う

と
思
い
、
江
戸
時
代
の
文
献
を
探
そ

図７「湖東中郡日野八幡在々持余家見立角力」（近江商人博物館蔵）

中
に
弘
誓
寺
の
隣
に
大
き
な
家
が
あ

り
ま
し
た
が
、
そ
こ
が
外
村
家
で
す
。

外
村
家
は
３
０
０
年
以
上
続
い
て
い

ま
す
。
そ
の
隣
の
松
前
屋
小
八
郎
と

い
う
の
は
、
北
海
道
交
易
で
財
を
成

し
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
が
「
惣
後

見
」
と
い
う
一
番
大
き
な
字
で
書
か

れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
東
の
横
綱
を
張
っ
て
い
る

の
が
、
分
家
の
松
居
久
左
衛
門（
遊

見
）家
で
す
。
そ
の
次
の
藤
野
四
郎

兵
衛
家
は
豊
郷
枝
村
の
商
人
で
、
北

海
道
で
活
躍
し
た
人
で
す
。
そ
の
次

の
布
屋
市
郎
兵
衛
は
能
登
川
の
阿
部

市
郎
兵
衛
家
の
こ
と
で
す
。
そ
の
次

が
松
居
久
右
衛
門
家
で
す
。
そ
の
次

が
小
田
苅
の
小
林
吟
右
衛
門
そ
し
て

小
杉
五
郎
右
衛
門
、
稲
本
利
右
衛
門
、

須
田
彦
次
郎
、
塚
本
定
右
衛
門
、
市

田
太
郎
兵
衛
と
、
そ
う
そ
う
た
る
近

江
商
人
が
並
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
久
右
衛
門
家
で
は
商

才
豊
か
な
子
孫
が
続
い
た
わ
け
で
す

が
、
ず
っ
と
い
い
こ
と
ば
か
り
で
は

な
か
っ
た
の
で
す
。

所
が
乗
り
出
し
ま
し
た
が
、
結
局
お

金
は
戻
っ
て
き
て
い
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
で
も
小
林
吟
右
衛
門
家
も
松

居
久
右
衛
門
家
も
、
連
鎖
倒
産
す
る

ど
こ
ろ
か
、
そ
の
後
、
ま
た
復
活
し

て
い
ま
す
。
そ
こ
が
近
江
商
人
の
し

た
た
か
さ
と
い
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

と
に
か
く
商
人
た
ち
の
願
望
は
、

大
金
を
一
気
に
も
う
け
る
と
い
う
こ

と
よ
り
も
、
長
い
時
間
を
か
け
て
儲

け
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、
自
分
の

子
孫
が
長
く
続
く
こ
と
を
祈
っ
て
い

た
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
現
在
の
日

本
の
企
業
も
一
気
に
興
隆
を
望
む
の

で
は
な
く
、
着
実
に
自
分
た
ち
が
存

続
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
一
番
大

き
な
目
的
に
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

要
す
る
に
「
三
方
よ
し
」
と
い
う
こ

と
で
す
。

う
と
し
た
の
で
す
が
、
あ
ま
り
に
も

膨
大
過
ぎ
ま
す
。
そ
こ
で
、
難
し
い

言
葉
で
文
章
の
中
に
入
っ
て
き
た
の

で
は
駄
目
で
、
大
衆
的
な
一
般
的
な

書
物
の
中
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

好
ま
し
い
と
思
っ
て
、
一
般
庶
民
が

読
む
読
み
物
で
、
５
、
６
枚
の
ペ
ー

ジ
し
か
な
く
、
一
般
の
庶
民
、
女
性
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で
も
子
ど
も
で
も
読
め
る
よ
う
な
字

で
書
い
て
あ
る
読
み
物
の
草
双
紙
類

を
さ
が
し
て
み
た
と
こ
ろ
、『
昔
々
歌

舞
妓
物
語
』
と
い
う
黄
表
紙
の
本
に

出
て
い
ま
し
た
。

　

作
者
の
柳
亭
種
彦
は
、
も
と
は
２

０
０
石
も
も
ら
っ
て
い
た
旗
本
で
食

べ
る
に
困
ら
な
く
、
道
楽
で
書
い
て

い
た
の
で
す
が
、
や
が
て
戯
作
者
に

な
り
多
く
の
作
品
を
残
し
て
い
ま
す
。

こ
の
柳
亭
種
彦
の
書
い
た
『
昔
々
歌

舞
妓
物
語
』
の
「
妓
」
と
い
う
の
は
、

女
偏
に
な
っ
て
い
ま
す
。（
図
８
）

　

こ
れ
は
、
郭
の
物
語
、
遊
郭
の
物

語
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
、
こ
こ
に

「
三
方
よ
し
」と
書
い
て
い
ま
す
。
こ

う
い
う
一
般
庶
民
が
読
む
本
の
中
で

「
三
方
よ
し
」
と
い
う
言
葉
が
、文
政

13
年（
１
８
３
０
）に
登
場
し
て
い
ま

す
の
で
、
こ
の
時
代
に
す
で
に
社
会

で
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
で
あ
る
こ
と

が
明
確
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

た
だ
、
言
葉
の
意
味
と
し
て
は
、

３
人
の
利
害
関
係
者
が
う
ま
く
調
整

が
取
れ
る
と
い
う
意
味
で
「
三
方
よ

し
」
が
江
戸
時
代
か
ら
使
わ
れ
て
い

た
と
い
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。

「
三
方
よ
し
」
表
現
の
初
出
の
部
分

お
せ
き
さ
ま
が
お
か
は
ゆ
く
バ
、
く
る
わ
へ
あ
し
も
む
け
ま
い
と

の
せ
い
し
を
お
か
き
な
さ
る
ゝ
と
、
こ
う
七
ど
の
尓
そ
れ
を
わ
た

し
、
ご
か
ん
だ
う
の
ゆ
る
り
や
う
尓
、
お
よ
ば
ず
な
が
ら
い
た
し

ま
せ
う
、
さ
う
し
て
あ
な
た
を
と
り
も
ど
せ
バ
、
お
心
ざ
し
も
む

そ
く
尓
せ
ず
、
つ
と
め
に
だ
さ
ね
バ
お
ミ
を
も
け
が
さ
ず
、
一
も

ん
じ
や
も
さ
ら
り
と
す
め
バ
、
か
ほ
も
た
っ
て
三
方
よ
し

4

4

4

4

、
な
ァ

も
う
し
、お
せ
き
さ
ま「
あ
い
あ
い
さ
う
し
て
く
だ
さ
ん
す
と
、と
ゝ

さ
ん
の
お
ミ
の
た
め
（
後
略
）

　
　
　
　
（
末
永
國
紀
『
近
江
商
人
の
経
営
と
理
念 

三
方
よ
し
精
神
の
系
譜
』

清
文
堂
、
８
３
０
頁
）

講演いただく末永國紀顧問

図８

ニッポニア（旧外村宇兵衛邸）玄関

　

三
方
よ
し
研
究
所
の
第
22
期
が
始

ま
り
ま
し
た
。
６
月
８
日
に
は
、
東

近
江
市
五
個
荘
で
総
会
を
開
催
し
ま

し
た
。
ご
参
加
の
皆
様
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

当
日
は
昨
年
オ
ー
プ
ン
し
た
マ
ー

チ
ャ
ン
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
見
学
、

研
修
・
宿
泊
施
設
「
ニ
ッ
ポ
ニ
ア
」
で

の
講
演
会
・
総
会
と
昼
食
会
、
最
後

に
は
理
事
長
宅
で
の
、
豪
商
な
ら
で

は
の
骨
董
の
虫
干
し
に
お
誘
い
い
た

だ
く
大
き
な
お
ま
け
が
つ
い
て
、
な

ん
と
も
贅
沢
な
一
日
で
し
た
。
当
日

の
様
子
を
本
誌
で
掲
載
し
ま
し
た
の

で
改
め
て
ご
笑
覧
く
だ
さ
い
。

　

後
に
豪
商
と
な
っ
た
家
系
で
も
創

業
当
時
に
は
多
大
な
ご
苦
労
が
あ
っ

た
こ
と
は
多
く
語
ら
れ
ま
す
が
、
同

時
に
正
直
、
清
廉
な
気
持
ち
と
永
続

へ
の
強
い
意
志
が
重
要
な
こ
と
を
教

え
ら
れ
ま
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
が
収
ま
り
、
海
外
か
ら

日
本
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
神
髄
を
学
ぼ
う

と
韓
国
・
中
国
か
ら
の
来
訪
者
が
、以

前
の
よ
う
に
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
気

迫
を
感
じ
る
彼
ら
に
負
け
ぬ
よ
う
、

本
家
の
現
代
企
業
人
は
、
い
ま
こ
そ
、

気
持
ち
を
引
き
締
め
、
企
業
永
続
の

先
駆
者
と
し
て
、
範
を
示
せ
る
よ
う

に
し
た
い
も
の
で
す
。
本
年
度
も
斬

新
な
企
画
で
事
業
展
開
を
予
定
し
て

い
ま
す
。
ご
支
援
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

て
ん
び
ん
棒

■質疑応答（抜粋）
Ｑ１　�彦根藩内では井伊家に遠慮して名字に「井」を使わないと言

われますが、松居家もそうだったのでしょうか？
Ａ　　そうだと思いますよ。

Ｑ２　 江戸時代にだれが「三方よし」を最初に言ったのかは、わ
かってはいないのですか？

Ａ　　 江戸時代の文書を探し当てたことがやっとの事でした。いま
の段階では分かっただけです。

Ｑ３　 当時は「売り手よし・買い手よし・世間よし」の「三方よし」
とイコールではないですね。

Ａ　　 イコールではないです。後の時代の人が、「売り手よし・買い
手よし・世間よし」を付けました。

Ｑ４　伊勢藤は、なぜ倒産したんでしょうか。
Ａ　　�話せば長くなりますが、当時の日本国内での金と銀の交換比

率と世界的スタンダードの交換比率が全然違っていたという
ことが原因でそこに幕府の金貨改鋳通告が突然あり、流通通
貨が投機商品になり、それを利用して藤兵衛は儲けようとし
たのが倒産の原因です。詳しくは拙著をご覧ください。


