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矢尾百貨店の鉄筋コンクリート３階建ての新店舗が大正13年（1924）４月に完成。
写真は開店前の初荷風景。最後尾が見えないほどの馬車の大パレードで、
沿道に大勢の見物人の姿が映し出され、人々の衣装が当時を偲ばせます。

　
近
江
商
人
は
、
故
郷
を
離
れ
た
土
地
で
、

地
元
の
人
々
の
信
頼
を
得
て
成
功
し
た

人
々
で
す
。
他
国
で
地
元
の
人
々
と
共
存

共
栄
の
関
係
を
育
て
つ
つ
、
故
郷
と
も
深

い
つ
な
が
り
を
保
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
う

し
た
地
域
共
生
の
先
駆
者
は
ど
の
よ
う
な

信
念
の
も
と
、
ど
の
よ
う
な
実
践
を
し
て

き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
故
郷
・
近
江
を
離
れ
、
秩
父
で
二
百
六

十
有
余
年
躍
進
し
続
け
る
矢
尾
百
貨
店
の

矢
尾
直
秀
会
長
（
矢
尾
家
八
代
目
の
当
主
）

の
お
話
を
特
集
し
ま
す
。
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三
方
よ
し
研
究
所
事
務
局
か
ら

「
秩
父
事
件
」
に
つ
い
て
話
を
聞
き

た
い
と
の
ご
要
請
を
頂
き
ま
し
た
が
、

私
自
身
は
詳
し
く
研
究
し
た
こ
と
も

な
く
、
お
手
元
の
新
聞
記
事（
８
頁

に
掲
載
）に
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た

程
度
の
知
識
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し

た
が
っ
て
本
日
は
、
初
代
喜
兵
衛
が

日
野
か
ら
出
て
今
日
に
至
る
ま
で
秩

父
の
土
地
で
商
い
を
行
っ
て
き
た
こ

と
な
ら
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
と
い
う

こ
と
で
参
上
し
ま
し
た
。

大
家
さ
ん
と
の
2
6
8
年
の
お
つ
き
あ
い

　

私
は
矢
尾
家
の
生
ま
れ
で
は
な
く
、

50
年
前
ま
で
は
三
菱
商
事
の
商
社
マ

ン
で
、
遠
縁
に
あ
た
る
矢
尾
家
に
昭

和
41
年（
１
９
６
６
）に
入
り
ま
し
た
。

秩
父
で
生
ま
れ
育
っ
て
な
い
の
で
、

矢
尾
で
は
、
か
な
り
の
カ
ル
チ
ャ
ー

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
そ
の
一
つ
が
、
大
家
さ
ん
と

の
付
き
合
い
が
長
き
に
亘
っ
て
い
る

こ
と
で
す
。

　

今
年
で
創
業
2
6
8
年
で
す
が
、

創
業
以
来
の
大
家
さ
ん
に
最
初
に
連

れ
て
行
か
れ
ま
し
た
。
大
家
の
松
本

さ
ん
と
は
、
矢
尾
創
業
以
来
の
お
付

き
合
い
で
、
初
代
が
土
地
と
酒
蔵
一

式
を
借
り
受
け
商
売
を
始
め
た
の
が

矢
尾
商
店
の
始
ま
り
で
す
。

　

初
代
は
、
矢
野
新
右
衛
門
さ
ん
と

い
う
日
野
の
店た
な

に
勤
め
て
お
り
、
そ

の
後
独
立
し
ま
し
た
。
こ
の
時
、
主

家
か
ら
の
60
両
の
出
資
と
自
分
が
貯

め
た
60
両
、
合
計
1
2
0
両
の
手

元
金
で
秩
父
に
酒
蔵
を
開
き
ま
し

た
。
1
0
0
年
後
に
は
主
家
の
矢
野

と
の
乗
り
合
い注
１

を
解
消
し
ま
し
た

が
、
こ
の
時
8
0
0
0
両
を
返
金
し

て
い
ま
す
。
な
ぜ
8
0
0
0
両
な
の

か
、
こ
れ
は
、
当
時
の
矢
尾
の
資
産

が
1
6
0
0
0
両
だ
っ
た
の
で
、
借

り
た
当
時
の
半
分
の
出
資
比
率
と
し

て
支
払
っ
た
の
で
す
。
こ
の
時
に
も

ま
だ
松
本
さ
ん
か
ら
敷
地
を
お
借
り

し
て
お
り
、
賃
貸
契
約
を
解
消
し
た

の
は
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。

　

先
祖
は
「
商
い
は
牛
の
よ
だ
れ
の

ご
と
く
、細
く
、長
く
」
と
言
い
、実

に
大
家
の
松
本
さ
ん
と
は
2
6
0
年

の
お
付
き
合
い
が
あ
る
の
で
す
。
商

売
は
、
短
期
的
な
こ
と
で
は
な
く
て
、

長
い
目
で
、本
当
に「
牛
の
よ
だ
れ
」

の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
も
の
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

�（
注
１
）
多
大
な
固
定
資
本
を
要
す
る

醸
造
業
の
よ
う
な
事
業
を
作
る
場
合
の

資
金
調
達
の
方
法
で
、
合
資
制
度
あ
る

い
は
合
名
制
度
に
よ
る
企
業
体
形
成

で
あ
り
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
相
当

す
る
も
の
。
少
な
い
自
己
資
金
を
補

い
、
あ
る
い
は
資
本
の
分
散
を
は
か

り
、
能
力
あ
る
者
の
才
能
を
活
用
す
る

こ
と
の
で
き
る
合
理
的
な
協
働
企
業

（
A
K
I
N
D
O
委
員
会
発
行「
近
江
商

人
の
理
念
と
商
法
」
よ
り
）

平成27年度 NPO三方よし研究所　連続講座「近江商人と地域共生」

創業時の借用証文

連
続
公
開
講
座
開
催
趣
旨

　

三
方
よ
し
研
究
所
で
は
、
創
立
以
来
、
近
江
商

人
と
「
三
方
よ
し
」
を
研
究
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

昨
年
、
一
昨
年
に
は
、
公
開
講
座
と
い
う
形
式
で
、

日
野
、
八
幡
、
高
島
、
湖
東
な
ど
、
地
域
あ
る
い

は
歴
史
な
ど
も
含
め
て
、
近
江
商
人
に
つ
い
て
、
研

究
者
の
み
な
さ
ん
の
講
演
を
お
聞
き
し
、
学
術
的

に
勉
強
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
本
年
か
ら
は
新
た
な
テ
ー
マ
と
し
て
、

近
江
商
人
の
経
営
理
念
や
「
三
方
よ
し
」
の
考
え

方
が
現
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
て
い

る
か
に
つ
い
て
考
え
て
い
こ
う
と
し
ま
し
た
。
脈
々

と
生
き
続
け
て
い
る
「
三
方
よ
し
」
を
経
営
理
念

に
掲
げ
て
い
る
会
社
が
多
い
中
で
、
企
業
経
営
の

第
一
線
の
方
か
ら
お
話
を
い
た
だ
い
て
学
ぼ
う
と

し
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
中
で
今
回
の
講
座
で
は
、
日
野
か
ら

秩
父
に
出
か
け
た
、
ま
さ
に
近
江
商
人
と
し
て
地

域
の
中
で
繁
栄
し
続
け
て
２
６
０
年
余
に
及
ぶ
矢

尾
百
貨
店
の
会
長
、
矢
尾
直
秀
さ
ん
の
お
話
を
伺

う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

２
６
０
年
前
に
近
江
か
ら
北
関
東
に
行
く
に
は
、

ま
る
で
外
国
に
行
く
よ
う
な
感
覚
の
時
代
で
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
が
、
出
向
い
た
土
地
で
受
け
入
れ

ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
乗
り
越
え
て
、
繁
栄

し
続
け
ら
れ
て
い
る
矢
尾
会
長
の
お
話
か
ら
、「
三

方
よ
し
」
の
理
念
が
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
た
か

学
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

細
く
、
長
く
牛
の
よ
だ
れ
の
よ
う
な
商
い
を
心
が
け
て

〜よそ者意識を持ちつづけ地元と共生〜
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矢
尾
百
貨
店
の
あ
る
上か
み

町ま
ち

に
は
、

現
在
も
町
公
会
堂
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
公
会
堂
建
設
資
金
と
し
て
矢
尾
の

6
代
目
が
寄
付
す
る
と
い
う
遺
言
を

残
し
て
い
ま
し
た
。
文
書
と
し
て

　
「�

金
10
万
円
な
り
。公
会
堂
建
設
費
。

た
だ
し
、
毎
年
６
月
、
金
２
万
円

ご
と
に
分
納

　

�

秩
父
町
長　

松
本
由
太
郎
殿
」

　

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
の

町
長
は
大
家
の
松
本
さ
ん
の
ご
子
孫

で
、
7
代
目
が
先
代
の
意
思
を
受
け

て
寄
付
し
た
の
で
し
た
が
、
10
万
円

の
寄
付
の
こ
と
を
聞
い
た
上
町
の
知

恵
者
が
、
矢
尾
の
寄
付
金
を
秩
父
市

に
は
年
賦
で
あ
げ
て
、
そ
の
金
利
を

地
元
の
上
町
へ
寄
付
し
て
く
れ
な
い

か
と
い
う
話
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
当
時
、
秩
父
銀
行
を
新
し
く
建

て
替
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、

そ
れ
を
引
っ
張
っ
て
き
て
上
町
の
公

会
堂
に
す
る
の
で
、
町
へ
の
寄
付
は

年
賦
に
し
て
、
そ
の
金
利
を
地
元
の

上
町
に
寄
付
し
て
ほ
し
い
と
の
意
向

を
伝
え
て
き
ま
し
た
。
知
恵
者
の
意

向
に
従
っ
た
そ
う
で
す
。
昭
和
14
年

（
１
９
３
９
）の
話
で
す
。

「�

弊
社
に
、
創
業
以
来
、
長
年
の
間
、

各
位
の
方
よ
り
の
ご
同
情
と
お
引

き
立
て
に
よ
り
、
幸
い
に
今
日
に

至
り
候
。そ
の
間
、個
人
と
し
て
は
、

何
ら
お
尽
く
し
致
し
こ
と
、
こ
れ

な
く
、
誠
に
恐
縮
と
存
じ
上
げ
候

の
と
こ
ろ
、
今
回
、
亡
き
父
、
喜

兵
衛
の
遺
言
に
よ
り
、
感
謝
の
意

を
表
し
、
一
般
の
各
位
に
ご
利
用

い
た
だ
け
る
公
会
堂
を
永
久
に
記

念
す
べ
く
、
右
金
子
ご
寄
付
申
し

上
げ
候
。
ご
受
納
い
た
だ
き
た
く

候
。
ご
建
設
お
よ
び
敷
地
等
に
つ

い
て
は
、
現
町
長
、
松
本
由
太
郎

さ
ん
に
ご
一
任
申
し
上
げ
ま
す
」

と
い
う
の
が
記
録
の
全
文
で
す
。

　

上
町
の
公
会
堂
は
現
存
し
、
建
設

資
金
を
寄
付
し
た
子
孫
の
私
も
地
域

か
ら
喜
ば
れ
、
未
だ
に
公
会
堂
は
矢

尾
さ
ん
の
寄
付
で
き
て
い
る
と
い
わ

れ
誠
に
光
栄
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と

が
地
域
の
人
々
が
お
祭
り
な
ど
の
際

に
は
当
方
で
何
や
か
や
お
買
い
求
め

い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
ご
先
祖
が
残

し
て
く
れ
た
も
の
が
今
に
引
き
継
が

れ
て
い
る
こ
と
を
深
く
感
じ
て
い
ま

す
。

　

日
野
商
人
中
井
源
左
衛
門
は
一
代

で
豪
商
に
な
ら
れ
た
方
で
す
が
、
晩

年
、「
た
く
さ
ん
お
金
が
貯
ま
っ
た
が
、

こ
う
し
た
繁
栄
を
長
年
持
続
さ
せ
る

に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
」
と

お
考
え
に
な
り
、
結
局
、「
陰
徳
を
積

む
こ
と
だ
」
と
の
結
論
を
お
出
し
に

な
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、

有
名
な
「
金
持
商
人
一
代
起
請
文
」

に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
三
方
よ
し
」
が
、近
江
商
人
共
通

の
理
念
と
し
て
広
く
流
布
し
て
い
ま

す
が
、
こ
の
「
世
間
よ
し
」
の
考
え

方
の
ひ
と
つ
が
陰
徳
を
積
む
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。「
陰
徳
を
積
む
家
に
は

必
ず
余
慶
あ
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
が
、
６
代
目
の
遺
言
の
上
町

公
会
堂
の
経
緯
は
ま
さ
に
、
世
間
よ

し
を
体
現
し
た
も
の
と
思
っ
て
い
ま

す
。

上
町
の
町
会
費
と
い
う
公
金
を
長
年

預
か
る

　

戦
争
と
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
の
た
め

秩
父
市
の
公
会
堂
は
建
設
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
戦
後
の
昭
和
26
年

（
１
９
５
１
）に
産
業
会
館
建
設
時
に

株式会社矢尾百貨店略年表（抜粋）

1749 年
（寛延２年）

初代、矢尾喜兵衛が現在地の秩父市上町で
酒造業を始める

1880年
（明治 13 年）

埼玉県秩父郡皆野町皆野 1119 番地に支店
を開設

1910年
（明治 43 年） 合名会社矢尾商店を設立

1924年
（大正 13 年）

埼玉県内で初めて鉄筋コンクリート造３階
建ての店舗が完成。総工費は当時の金額で
約１万円

1950年
（昭和 25 年） 合名会社から株式会社へ改組

1988年
（昭和 63 年） 矢尾商店を株式会社矢尾百貨店に商号変更

1993年
（平成５年）

矢尾グループを㈱矢尾百貨店、㈱矢尾本店、
㈱メモリアル・秩父に再編

2002年
（平成 14 年）

秩父錦が全国新酒鑑評会で金賞受賞、以後
連続金賞を更新

2008年
（平成 20 年） 矢尾グループ創業 260周年

2009年
（平成 21 年） ９代目当主、矢尾琢也が社長に就任

「
世
間
よ
し
」
を
体
現
し
た
上
町
公
会
堂
建
設
資
金
の
こ
と

矢尾 直秀（やお なおひで）氏

株式会社�矢尾百貨店取締役会長
８代目当主

昭和52年（1977）41歳で社長に就任。家電量販
店の『ベスト電器ヤオ秩父店』の開店をはじめ、
創業240年を超えてから酒蔵を移転し、秩父錦『酒
づくりの森』（酒造資料館、物産館併設）をオープン、
またメモリアル秩父を３ホール開館し、現在の矢
尾グループを形成。
元秩父商工会会頭、旭日小綬章受章。
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矢
尾
さ
ん
の
好
意
を
形
に
し
よ
う
と

い
う
こ
と
で
、
大
き
な
時
計
と
な
り
、

基
金
の
証
拠
に
な
り
ま
し
た
。
当
時

の
市
会
議
員
の
方
か
ら
は
、
非
常
に

申
し
訳
な
い
こ
と
を
し
た
が
、
利
子

で
建
て
た
上
町
の
公
会
堂
は
、
い
ま

だ
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、
矢
尾
と
し

て
は
、
非
常
に
プ
ラ
ス
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　

実
は
、
上
町
町
内
会
と
は
面
白
い

つ
な
が
り
が
延
々
続
い
て
い
ま
す
。

当
方
へ
の
信
用
を
い
た
だ
い
て
い
る

証
で
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
上
町

の
町
会
費
は
、
い
ま
だ
に
矢
尾
が
預

か
っ
て
い
ま
す
。公
金
で
す
。し
か
も

何
百
万
円
と
い
う
金
額
で
す
が
、
銀

行
が
休
み
で
あ
っ
て
も
出
し
入
れ
が

自
由
だ
し
、
利
息
も
銀
行
よ
り
多
い

か
ら
と
い
う
の
で
す
。「
公
金
を
、う

ち
に
預
け
て
う
ち
が
ど
う
か
な
っ
た

ら
ど
う
す
る
」
と
、
私
は
聞
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、
昔
か
ら
そ
う
だ

と
い
う
の
で
す
。
町
会
の
会
計
さ
ん

が
２
、
３
日
前
に
も
来
て
い
ま
し
た
。

あ
り
が
た
い
と
い
う
の
か
、
地
元
で

大
変
信
用
い
た
だ
い
て
い
る
一
つ
の

例
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

初
代
の
2
0
0
回
忌
と
毎
年
の
施
餓
鬼

６
代
目
の
天
の
声

　

初
代
は
天
明
４
年（
１
７
８
４
）５

月
15
日
に
天
寿
を
全
う
し
ま
し
た
が
、

地
元
で
の
資
産
は
信
用
の
み 

─
地
域
と
共
生
す
る
─

こ
の
命
日
に
は
秩
父
の
金
仙
寺
で
毎

年
施
餓
鬼
法
要
を
勤
め
ま
す
。
初
代

の
２
０
０
回
忌
法
要
の
時
の
こ
と
で

す
。
私
が
焼
香
を
し
よ
う
と
し
た
と

き
に
お
寺
の
天
蓋
の
部
品
が
、
横
に初代が着用した旅装束

ポ
ト
ン
と
落
ち
て
き
ま
し
た
。
こ
の

天
蓋
は
６
代
目
が
寄
進
し
た
も
の

だ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
落
ち
た
こ

と
は
子
孫
で
あ
る
私
に
、「
少
し
も
手

入
れ
し
て
い
な
い
」
と
の
示
唆
で
あ

る
と
感
じ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
に
し

て
も
不
思
議
な
こ
と
で
し
た
が
、
先

に
滋
賀
で
の
法
要
を
す
ま
し
て
、
秩

父
に
戻
る
と
、
古
い
祠
が
見
つ
か

り
、
こ
の
祠
に
は
ぼ
ん
や
り
で
し
た

が
「
升
屋
利
兵
衛
」
の
文
字
が
見
え

ま
し
た
。
調
べ
る
と
祠
の
あ
っ
た
あ

た
り
に
は
水
車
が
あ
り
、
水
神
さ
ん

と
し
て
お
祀
り
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

酒
米
を
水
車
で
と
い
で
い
た
ら
し
く
、

水
神
さ
ん
を
お
祀
り
し
て
い
た
の
で

し
た
が
、
こ
の
祠
が
見
つ
か
っ
た
の

が
滋
賀
で
２
０
０
回
忌
の
法
要
を
し

再興された水神社

て
た
日
と
同
じ
だ
っ
た
こ
と
に
驚
き

ま
し
た
。
あ
く
ま
で
偶
然
で
し
ょ
う

が
、
そ
こ
に
ご
先
祖
の
力
が
働
い
て

い
る
の
だ
ろ
う
な
と
い
う
感
じ
を
受

け
た
も
の
で
す
。
や
は
り
信
心
は
非

常
に
重
要
な
こ
と
と
痛
感
し
ま
し
た
。

失
っ
て
は
な
ら
な
い
信
仰
心

　

よ
く
ご
存
じ
で
し
ょ
う
が
「
三
方

よ
し
」
は
、
中
村
治
兵
衛
の
書
置
き

が
ル
ー
ツ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
が
、
こ
こ
に
は
、
信
心
、
信

仰
の
大
切
さ
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
初
代
伊
藤
忠
兵
衛
さ
ん
が
２

代
目
伊
藤
忠
兵
衛
さ
ん
に
言
っ
た
言

葉
の
中
に
、「
商
売
と
い
う
も
の
は
、

運う
ん

賦ぷ

天て
ん

賦ぷ

が
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
け
ど
、

信
仰
心
だ
け
は
失
っ
て
は
困
る
」
と

伝
え
た
こ
と
も
聞
き
及
ん
で
い
ま
す
。

私
の
経
験
か
ら
、
信
仰
心
は
非
常
に

重
要
な
こ
と
で
、
神
仏
と
か
先
祖
に

対
す
る
畏
れ
み
た
い
な
も
の
を
感
じ

て
い
る
の
で
す
。

　

普
段
は
あ
ま
り
ご
先
祖
の
仏
壇
に

向
か
わ
な
い
の
で
す
が
、
2
回
だ
け

は
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
10
分
程
度

真
剣
に
手
を
合
わ
せ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
２
回
と
も
、
か
な
り
の
設
備

投
資
を
す
る
時
の
こ
と
で
し
た
。
自

分
で
は
す
で
に
結
論
を
出
し
て
い
た

の
で
す
が
、
ご
先
祖
さ
ん
は
ど
の
よ

う
に
感
じ
て
お
ら
れ
る
か
確
認
し
た

か
っ
た
の
で
す
。
手
を
合
わ
せ
向
か

い
合
う
こ
と
で
、
い
い
か
ど
う
か

言
っ
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
な
と

い
う
気
持
ち
で
手
を
合
わ
せ
た
も
の

で
す
。
も
し
か
し
た
ら「
お
ま
え
、や

め
て
お
け
」
と
い
う
お
告
げ
も
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が（
笑
い
）。

つ
ま
り
、
私
は
、
常
に
こ
れ
で
良
い

の
か
と
畏
れ
み
た
い
な
も
の
を
感
じ

て
い
る
の
で
す
。

地
元
の
土
地
を
動
か
す
べ
か
ら
ず

　

私
が
矢
尾
に
入
り
ま
し
た
と
き
は
、

営
業
し
て
い
る
土
地
だ
け
で
他
に
不

動
産
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
輩
に
、「
２

０
０
年
も
商
売
を
し
て
い
る
の
で
、

い
く
ら
か
土
地
ぐ
ら
い
あ
っ
て
も
い

い
は
ず
だ
」
と
聞
き
ま
し
た
。
先
輩

か
ら
の
答
え
は
、

「
土
地
を
売
る
人
は
そ
れ
な
り
の
理
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由
が
あ
っ
て
売
る
。
子
供
の
代
ま
で

ぐ
ら
い
は
そ
の
事
情
を
知
っ
て
い
る

と
し
て
も
、孫
の
代
に
な
れ
ば
、矢
尾

に
土
地
を
取
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な

感
覚
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
地
元

の
土
地
は
動
か
す
べ
き
で
は
な
い
」と

い
う
よ
う
な
考
え
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

商
人
の
中
に
も
、
事
実
「
い
い
よ
、

い
つ
で
も
い
い
か
ら
貸
し
て
お
く

よ
」と
売
掛
を
作
ら
せ
て
結
局
、土
地

を
取
り
上
げ
て
し
ま
う
。
無
論
、
こ

う
し
た
行
為
を
重
ね
る
店
は
い
つ
ま

で
も
残
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
軽
々

に
土
地
を
取
得
す
る
こ
と
が
い
い
か

ど
う
か
は
難
し
い
の
だ
と
言
っ
て
き

た
の
で
す
。

矢尾商店の「年中行事記」

　

昭
和
45
年（
１
９
７
０
）、
増
設
し

て
百
貨
店
を
建
設
し
、
食
堂
を
入
れ

よ
う
と
し
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
先

輩
か
ら
「
お
そ
ば
屋
さ
ん
と
か
、
お

う
ど
ん
屋
さ
ん
と
か
、
食
堂
屋
さ
ん

と
か
秩
父
に
は
沢
山
あ
る
。
そ
の
人

た
ち
は
、
矢
尾
商
店
の
お
得
意
さ
ま

で
す
。
そ
れ
を
敵
に
回
し
て
ま
で
レ

ス
ト
ラ
ン
を
入
れ
る
の
で
す
か
」
と

言
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
言
葉
は
気
に
な
り
ま
し
た
が
、

強
行
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
感
覚
が
、
地
元
共
生
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。
ま
し
て
や
、
土
地
を
取

り
上
げ
る
よ
う
な
こ
と
は
い
け
な
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
地
元

で
の
資
産
は
信
用
の
み
」
と
い
う
考

え
を
大
事
に
し
て
き
た
の
で
す
。

「
秩
父
神
社
御
鎮
座
２
１
０
０
年　

　

奉
祝
事
業
奉
賛
会
長
」

　

秩
父
に
は
全
国
的
に
有
名
な
夜
祭

り
で
知
ら
れ
る
秩
父
神
社
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
神
社
は
一
昨
年
で
創
建
２

１
０
０
年
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の

矢
尾
２
６
８
年
の
経
営
シ
ス
テ
ム 「

御
鎮
座
２
１
０
０
年
奉
祝
事
業
奉

賛
会
」
の
会
長
を
や
れ
と
い
う
こ
と

で
現
在
も
ま
だ
引
き
続
き
お
引
き
受

け
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
ま
で
は
、
神
社
な
ど
へ
の
寄

進
は
か
な
り
頻
繁
に
行
っ
て
き
ま
し

た
が
、今
回
は
み
な
さ
ま
へ
の
お
願
い

の
役
目
で
し
た
。
こ
の
と
き
感
じ
た

こ
と
が
、
地
元
の
人
の
神
社
に
対
す

る
思
い
、
地
元
に
対
す
る
思
い
は
す

ご
く
強
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。「
地

域
を
育
て
る
」
と
い
う
意
識
が
高
く
、

や
は
り
神
社
に
は
「
磁
力
」
が
大
き

く
働
い
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　

日
本
人
は
無
宗
教
だ
と
言
い
ま
す

が
、心
の
中
の
ど
こ
か
で
、や
は
り
信

仰
心
は
非
常
に
強
い
か
ら
こ
そ
、
こ

う
し
た
機
会
に
力
を
貸
そ
う
か
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

長
く
地
域
で
仕
事
を
さ
せ
て
い
た

だ
く
に
は
、
地
元
に
溶
け
込
み
、
地

域
の
人
々
の
気
持
ち
を
大
事
に
し
て

い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
を

痛
感
し
た
も
の
で
す
。

「
立
ち
祝
い
」
と
「
着
祝
い
」

　

近
江
商
人
の
出
店
先
で
勤
務
し
て

い
た
人
々
は
、
つ
い
近
年
ま
で
単
身

赴
任
で
し
た
。
例
え
ば
秩
父
を
は
じ

め
、
北
関
東
へ
は
１
週
間
か
10
日
ぐ

ら
い
の
日
数
を
要
し
て
出
店
先
に
来

た
わ
け
で
、
出
店
か
ら
郷
里
に
向

か
っ
て
店
を
出
る
と
き
に
は
「
立
ち

祝
い
」、郷
里
か
ら
出
店
に
帰
っ
て
き

た
と
き
に
は
「
着
祝
い
」
と
い
う
行

事
が
あ
り
ま
し
た
。
今
で
い
う
と
歓

弘化２年（1845）に交わされた一札
創業時の折半出資という建前を重んじて身代の
半分を矢野家に支払って矢野から独立した。
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送
迎
会
の
よ
う
な
こ
と
を
各
お
店
で

行
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

郷
里
に
向
か
う
者
が
い
る
と
き
に

は
、
そ
の
部
ご
と
に
集
ま
っ
て
元
気

で
滋
賀
県
へ
お
帰
り
く
だ
さ
い
と
い

う
「
立
ち
祝
い
」
を
し
て
い
ま
し
た
。

矢
尾
は
酒
屋
な
の
で
お
酒
は
い
く
ら

で
も
あ
る
の
で
、
一
品
料
理
で
も
っ

て
、
賑
や
か
な
も
の
で
す
。

恥
の
文
化

　

近
江
商
人
は
本
家
で
行
儀
見
習
い

な
ど
の
し
つ
け
を
受
け
て
、
各
地
の

出
店
に
丁
稚
で
入
る
と
、
何
年
後
か

に
初
の
ぼ
り
と
い
っ
て
郷
里
に
帰
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の

後
、
店
に
戻
れ
る
か
ど
う
か
は
そ
の

人
の
働
き
方
で
決
ま
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
番
頭
さ
ん
の
評
価
次
第
で
、
仕

事
に
熱
心
で
な
い
と
か
、
な
か
な
か

永代帳（寛延２年）

大福帳（寛延３年）

覚
え
が
悪
い
、
素
行
が
よ
く
な
い
と

な
る
と
、「
店
に
戻
る
こ
と
不
要
」
と

い
う
電
報
一
本
で
首
を
切
っ
た
の
で

す
、
つ
ま
り
終
身
雇
用
で
は
な
か
っ

た
の
で
す
。

　

一
方
で
、使
用
人
の
ほ
う
で
も
、恥

の
文
化
が
あ
り
ま
す
。
番
頭
さ
ん
か

ら
、「
お
母
さ
ん
の
具
合
が
悪
い
か
ら
、

帰
れ
」
と
言
わ
れ
る
と
警
戒
し
ま
す
。

「
こ
の
前
に
帰
っ
た
と
き
に
は
元
気

だ
っ
た
の
に
」
と
不
思
議
に
思
っ
て
、

解
雇
が
ち
ら
つ
い
て
「
帰
ら
な
い
」

と
言
い
張
る
人
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

理
由
も
な
く
「
帰
郷
せ
よ
」
と
の
命

令
は
つ
ま
り
解
雇
通
知
で
も
あ
っ
た

の
で
す
。

　

学
校
を
出
て
店
に
勤
め
て
も
間
も

な
く
帰
郷
さ
せ
ら
れ
る
と
、
郷
里
で

は「
あ
の
子
は
辛
抱
し
き
ら
ん
」と
言

わ
れ
、
そ
の
人
だ
け
で
は
な
く
、
親

の
恥
に
も
な
る
の
で
本
人
も
、
ど
真

剣
に
働
く
の
で
す
。

　

近
江
の
人
は
辛
抱
強
く
真
面
目
だ

か
ら
大
成
す
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

辛
抱
強
い
、真
面
目
な
人
は
、ど
こ
に

も
い
ま
す
。
た
だ
近
江
商
人
は
、
よ

そ
か
ら
来
て
い
る
の
で
、
わ
け
が
な

く
郷
里
に
戻
れ
な
い
と
い
う
恥
の
文

化
を
か
な
り
意
識
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
で
は
、
一
方
的
な
解
雇
な
ど
で

き
な
い
の
で
す
が
、
い
い
人
材
に
育

て
る
こ
と
に
腐
心
し
た
の
で
し
ょ
う
。

社
員
全
員
で
賞
与
支
給
額
を
決
め
る

「
玉
割
り
」

　

わ
が
社
独
自
の
言
葉
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が「
玉
割
り
」と
い
う
制
度
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
う
ま
く
で
き
て

い
て
面
白
い
決
算
賞
与
の
配
分
方
法

で
す
。
今
期
の
利
益
に
対
し
て
、
役

員
と
部
長
が
集
っ
て
部
門
ご
と
に
実

績
に
応
じ
て
配
分
高
を
決
め
る
方
法

で
す
。

　

玉
は
社
員
に
与
え
る
玉
数
で
す
。

玉
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
新
人
社

員
を
１
０
０
な
ら
１
０
０
で
始
め
ま

す
。
新
人
社
員
を
１
０
０
、
２
年
生

１
２
０
、
３
年
生
１
５
０
、
課
長
は

３
０
０
だ
と
や
っ
て
い
き
ま
す（
も

ち
ろ
ん
、
社
員
の
評
価
に
よ
っ
て
玉

数
は
各
人
違
い
ま
す
）。社
員
全
員
に

球
数
を
与
え
ま
す
。
出
す
賞
与
総
額

を
、
そ
の
玉
数
の
合
計
で
割
る
わ
け

で
す
。
例
え
ば
、
今
期
の
決
算
で
は
、

こ
れ
だ
け
出
す
の
だ
と
い
う
の
を
今

年
の
玉
数
で
割
れ
ば
、
一
玉
い
く
ら

と
い
う
金
額
に
な
る
。
そ
れ
を
、
新

入
社
員
が
１
０
０
な
ら
１
０
０
を
掛

け
る
と
賞
与
と
な
る
の
で
す
。

　

い
ま
は
や
っ
て
い
ま
せ
ん
け
ど
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
絶
対
評
価
で
は

な
く
相
対
評
価
で
、
彼
と
彼
を
比
べ

る
と
ど
う
だ
と
か
、
う
ま
く
で
き
て

い
る
の
で
す
。

　

矢
尾
に
は
呉
服
、
雑
貨
、
銘
仙
部
、

酒
部
と
、
い
ろ
い
ろ
な
部
署
が
あ
り

ま
す
。
部
署
に
よ
っ
て
成
績
が
違
う

わ
け
で
「
お
ま
え
の
と
こ
ろ
は
、
そ

ん
な
に
儲
け
て
い
な
い
の
に
、な
ん
で

こ
の
玉
な
の
だ
」
と
か
そ
れ
ぞ
れ
が

自
分
の
実
績
と
他
の
部
署
の
実
績
を

相
互
に
評
価
す
る
の
で
、
あ
る
意
味

で
は
う
ま
い
具
合
に
賞
与
が
出
ま
す
。

　

幹
部
が
お
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
て

や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
大
変
い
い

と
思
い
ま
す
。
と
か
く
人
が
人
を
評

価
す
る
と
い
う
の
は
難
し
い
と
こ
ろ

が
あ
り
、
好
き
嫌
い
も
あ
り
ま
す
か

ら
、
難
し
い
で
す
。
査
定
の
方
法
に

は
、
自
己
評
価
と
い
う
の
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
良
く
な
い
人
ほ
ど

い
い
点
を
つ
け
、
自
分
に
厳
し
い
人

間
ほ
ど
自
分
の
評
価
を
低
く
し
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
ろ
人
が
人
を
評
価
す
る

と
い
う
の
は
、
よ
ほ
ど
自
信
が
な
い

と
難
し
い
の
で
、
こ
の
方
法
は
い
い

で
す
。
少
し
珍
し
い
か
と
思
い
、
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

永
続
の
要
因
「
支
配
人
制
度
」

　

周
囲
の
方
か
ら
「
２
０
０
年
も
続

い
て
い
る
の
に
は
、
何
か
理
由
が
あ

る
で
し
ょ
う
」
と
、
よ
く
聞
か
れ
ま

す
。
最
近
で
は
、「
三
方
よ
し
」
を
引

き
合
い
に
し
ま
す
が
、
少
し
前
に
は
、

「
支
配
人
制
度
と
い
う
仕
組
み
」に
つ

い
て
話
を
し
ま
し
た
。

　

矢
尾
だ
け
で
は
な
く
近
江
商
人
全

般
で
し
ょ
う
が
、
む
か
し
で
い
う
番

頭
さ
ん
の
中
か
ら
、
支
配
人
に
は
優

秀
な
人
間
を
抜
擢
し
ま
す
。
若
く
て
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も
能
力
が
あ
れ
ば
登
用
し
ま
す
。
そ

れ
も
、
資
本
と
経
営
を
分
離
し
て
い

ま
し
た
。

　

主
人
は
資
本
を
持
っ
て
い
る
が
、

経
営
は
優
秀
な
支
配
人
に
任
せ
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
長
続
き
し
た
理
由

だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
支
配
人
は

預
か
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
あ
る

の
で
、
思
い
切
っ
た
手
を
打
た
な
い

と
い
う
マ
イ
ナ
ス
面
も
あ
り
ま
す
が
、

人
材
登
用
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
利

点
で
、
永
続
性
に
と
っ
て
は
能
力
の

継
承
と
い
う
意
味
で
大
事
な
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。

が
、
秩
父
夜
祭
の
山
車
を
つ
く
っ
た

の
で
す
。
生
糸
の
生
産
が
盛
ん
な
頃

は
秩
父
の
経
済
も
安
定
し
て
い
た
の

で
す
が
、
明
治
15
年（
１
８
８
２
）こ

ろ
に
は
生
糸
の
輸
出
が
減
少
し
、
さ

ら
に
、
松
方
デ
フ
レ
と
い
わ
れ
る
経

済
状
況
の
中
で
秩
父
事
件
が
発
生
し

ま
し
た
。
生
糸
の
産
地
は
ほ
か
に
も

あ
っ
た
の
で
す
が
、
秩
父
で
な
ぜ
起

こ
っ
た
か
と
い
う
疑
問
が
あ
り
ま
す
。

　

当
時
の
秩
父
は
生
糸
の
生
産
が
盛

ん
な
こ
と
か
ら
地
域
の
文
化
度
が
高

く
、
中
央
の
文
化
人
と
の
交
流
も
盛

ん
で
、
社
会
の
情
勢
に
敏
感
な
人
た

ち
の
間
で
は
、
先
進
的
な
考
え
方
が

蔓
延
し
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
要
因

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
秩
父
事
件
は
自
由
民
権
運
動

と
つ
な
が
っ
た
農
民
一
揆
と
い
う
形

で
勃
発
し
た
よ
う
で
す
。
こ
の
事
件

の
中
心
に
な
っ
た
困
民
党
の
総
裁
は
、

地
元
の
名
士
で
し
た
。
そ
し
て
副
総

裁
の
加
藤
織
平
は
、
地
元
の
困
っ
た

人
々
に
お
金
を
貸
し
て
い
た
方
の
人

で
す
。
彼
ら
は
、
明
治
維
新
、
薩
長

政
府
へ
の
義
憤
も
あ
っ
た
よ
う
で
、

い
わ
ゆ
る
知
識
階
級
の
人
が
世
直
し
、

政
治
改
革
を
考
え
て
い
ま
し
た
。

こ
の
時
の
困
民
党
は
、

・�

借
金
の
10
年
据
え
置
き
と
40
年
の

年
賦

・�

学
校
費
用
を
省
く
た
め
に
３
カ
年

休
校

・
雑
収
税
の
減
少

秩
父
事
件
に
み
る
矢
尾
の
地
元
共
生
の
精
神

秩父事件を記述した矢尾日記『秩父暴動事件概略』

中居村被災者援助に対する盃下賜の賞状（皆野店　明治17年）

矢
尾
日
記
に
残
る
秩
父
事
件

　

秩
父
地
方
は
お
蚕
の
地
域
で
、
生

糸
の
生
産
地
で
す
が
、
明
治
の
時
代

に
生
糸
の
価
格
が
暴
落
し
、
秩
父
地

方
で
起
っ
た
一
揆
が
秩
父
事
件
で
す
。

　

秩
父
は
盆
地
な
の
で
田
ん
ぼ
は
な

く
、
荒
れ
た
石
こ
ろ
の
多
い
土
地
で

す
。だ
か
ら
、桑
畑
が
多
く
養
蚕
が
盛

ん
で
、
生
糸
で
財
を
な
し
た
人
た
ち
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と
い
う
こ
と
を
要
求
し
た
よ
う
で
す
。

　

借
金
返
済
猶
予
に
つ
い
て
は
、
郡

役
場
な
ど
に
願
い
出
た
が
許
可
さ

れ
な
い
と
い
う
背
景
が
あ
り
ま
し
た
。

一
方
、
学
費
に
つ
い
て
は
、
当
時
学

制
が
で
き
て
全
国
的
に
は
50
％
程
度

が
就
学
し
て
い
ま
し
た
が
、
秩
父
の

就
学
率
は
73
％
ぐ
ら
い
と
い
う
こ
と

で
、
文
化
度
の
高
さ
を
示
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
学
費
を
出
せ
な
い
ぐ
ら

い
困
窮
し
て
い
る
、
い
ろ
い
ろ
な
税

金
を
少
な
く
し
て
く
れ
と
要
求
し
て

い
ま
す
。

焼
き
討
ち
さ
れ
ず
に　
　
　
　
　
　

協
力
を
求
め
ら
れ
た
矢
尾

　

埼
玉
新
聞
の
『
月
曜
放
談
』
に
、明

治
17
年
の
「
矢
尾
日
記
」
の
こ
と
を

記
載
し
ま
し
た
が
、
こ
の
事
件
の
時
、

大
勢
の
方
が
郡
役
場
前
に
押
し
寄
せ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
矢
尾
へ
は
、

「
こ
の
度
、
世
直
し
を
な
し
政
治
を

改
革
す
る
に
つ
き
、
か
く
多
数
の
人

民
を
集
め
し
わ
け
な
れ
ば
、
当
御
店

に
て
兵
食
の
焚
出
し
方
を
頼
み
た

し
」
と
申
し
出
て
い
る
の
で
す
。
そ

し
て

「
不
正
の
行
を
な
す
者
の
家
に
あ
ら

ざ
れ
ば
破
却
或
は
焼
棄
な
ど
の
こ
と

を
決
し
て
い
た
さ
ず
」

と
い
う
の
が
そ
の
理
由
だ
っ
た
の
で

す
。
こ
の
時
、
高
利
貸
の
４
、
５
軒

は
焼
き
打
ち
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
当

時
、
矢
尾
も
金
融
業
を
し
て
い
た
の

に
、焼
き
打
ち
さ
れ
る
こ
と
な
く
、逆

に
困
民
党
か
ら
炊
き
出
し
要
請
を
受

け
た
の
で
し
た
。

過
去
の
善
行
と　
　
　
　
　
　
　
　

普
段
の
商
い
の
姿
勢
の
賜

　

こ
の
理
由
と
し
て
、
天
保
の
飢
饉

の
と
き
に
矢
尾
は
布
施
米
、
布
施
金

を
し
た
、
そ
し
て
、
お
米
を
皆
さ
ん

に
安
く
売
っ
た
り
、
本
当
に
困
っ
た

人
に
は
お
金
を
渡
し
た
、
と
い
う
記

録
が
残
っ
て
い
ま
す
。そ
の
当
時
、秩

父
を
治
め
て
い
た
の
は
忍お
し

藩は
ん

で
す
が
、

天
保
の
飢
饉
の
際
に
、
忍
藩
か
ら
言

わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
矢
尾
が
率

先
し
て
布
施
米
や
布
施
金
を
拠
出
し
、

藩
か
ら
感
謝
状
ま
で
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
普
段
か
ら
の
商
売
の
仕

方
が
、
お
客
さ
ま
第
一
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

ま
た
、
地
元
共
生
を
考
え
、
お
正

月
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
節
句
ご
と

に
、
町
内
に
は
お
祝
い
も
の
を
配
る

な
ど
、
ご
先
祖
が
こ
れ
ま
で
地
元
に

非
常
に
気
を
使
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う

で
し
た
。
こ
れ
が
、

「
矢
尾
商
店
は
地
元
の
た
め
に
尽
く

し
て
い
っ
た
店
だ
か
ら
、
構
わ
な
く

商
売
を
続
け
て
結
構
で
す
と
。
焼
き

打
ち
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
決
し
て

致
し
ま
せ
ん
」

と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の

だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
日
、
会
場
に
末
永
國
紀
先
生
が

お
ら
れ
ま
す
が
、「
秩
父
事
件
当
時

の
矢
尾
の
こ
う
し
た
事
柄
に
つ
い
て
、

ま
さ
し
く
近
江
商
人
ら
し
い
社
会
貢

献
に
尽
く
し
て
き
た
典
型
」
と
い
ろ

ん
な
と
こ
ろ
で
お
書
き
い
た
だ
い
て

い
る
の
で
、
秩
父
事
件
と
当
家
の
関

係
が
世
間
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
す
。

最
大
の
危
機
管
理
は
地
元
と
共
生

　

秩
父
事
件
は
11
月
２
日
に
起
き
た

事
件
で
す
が
、
板
垣
退
助
の
自
由
党

は
、
直
前
の
10
月
29
日
に
解
党
し
て

い
ま
す
。

　

秩
父
に
も
自
由
党
の
人
が
何
人
か

い
て
、
そ
れ
が
主
立
っ
た
人
た
ち

だ
っ
た
よ
う
な
の
で
、
い
ざ
決
起
す

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
政
府
の

弾
圧
を
恐
れ
て
解
党
し
た
の
で
は
な

い
か
。し
か
し
、困
民
党
は
決
行
し
ま

し
た
。
そ
の
後
、
決
起
し
た
秩
父
の

農
民
は
軍
隊
に
押
さ
え
ら
れ
て
、
４
、

５
日
で
鎮
圧
さ
れ
て
し
ま
い
、
主

立
っ
た
人
は
裁
判
で
死
刑
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

そ
の
当
時
は
完
全
に
暴
徒
だ
と
い

う
こ
と
で
、「
秩
父
暴
動
」
と
し
て

処
罰
さ
れ
ま
し
た
が
、
実
際
は
自
由

民
権
運
動
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
掘
り
起
こ
し
が
近

年
、
さ
か
ん
に
行
わ
れ
、
秩
父
地
方

で
は
「
秩
父
事
件
」
と
し
て
の
本
が

か
な
り
出
て
い
ま
す
。

　

三
方
よ
し
研
究
所
さ
ん
か
ら
の
講

演
依
頼
の
際
に
、
秩
父
事
件
を
通
じ

て
、
商
家
の
危
機
管
理
の
点
に
ふ
れ

て
ほ
し
い
と
の
要
請
が
あ
り
ま
し
た

が
、結
局
は
、普
段
か
ら
非
常
に
地
元

と
共
生
し
て
お
り
、
住
民
の
た
め
に

商
売
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
矢

尾
に
と
っ
て
の
最
大
の
危
機
管
理
で

あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

「
矢
尾
日
記
」
に
み
る
危
機
管
理

　

危
機
管
理
と
は
言
え
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
け
ど
、「
矢
尾
日
記
」
に
は
、
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「
小
鹿
坂
峠
寺
院
の
梵
鐘
を
乱
打
し
、

鯨ぎ
ょ
う

波は

の
声
を
上
げ
て
凶
徒
潮
の
ご

と
く
市
中
に
乱
入
す
る
」

こ
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

そ
の
と
き
の
支
配
人
が
、
こ
う
い
う

文
章
を
書
く
の
で
す
。
先
に
申
し
上

げ
た
よ
う
に
支
配
人
は
優
秀
な
人
で

す
。
こ
の
文
章
も
う
ま
く
達
筆
で
す
。

こ
こ
に
出
て
く
る
地
名
な
ど
で
、
す

で
に
事
件
発
生
の
状
況
が
書
き
留
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
偵
察
に
行
か
せ
て

い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
当
時
の

情
報
を
早
く
に
キ
ャ
ッ
チ
し
、
市
内

に
や
っ
て
き
た
と
き
に
は
ど
の
よ
う

に
対
処
す
る
か
を
考
え
て
い
た
の
で

す
。

　

店
で
は
、
蔵
に
目
張
り
を
し
た
り
、

埼玉県下初の鉄筋コンクリート３階建て店舗完成（大正12年）

明治時代後期、土蔵店舗地元定住者の増加に伴い建設された社員の新築住宅（昭和37年頃）

蔵
の
窓
に
土
で
盛
っ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。火
事
に
で
も
な
っ
た
場
合
、蔵

の
中
を
守
り
た
い
と
い
う
備
え
を
し

て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
危
機

管
理
と
言
え
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
刀
な
ど
を
片
付
け
て
危
険

回
避
を
し
、
出
火
し
な
い
よ
う
に
火

の
管
理
に
対
処
し
た
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
き

の
対
応
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
な
り
の

努
力
は
し
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、

な
ん
と
い
っ
て
も
、
普
段
の
商
い
の

仕
方
と
い
う
こ
と
が
一
番
大
き
な
危

機
管
理
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と

言
え
ま
す
。

　

私
も
、
40
、
50
年
、
経
営
者
の
端

く
れ
を
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今

に
な
っ
て
思
い
ま
す
と
、
近
江
商
人

の
「
三
方
よ
し
」
の
考
え
方
、
理
念
、

い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
私
は
や
は

り
経
営
や
企
業
の
根
幹
は
人
材
だ
と

思
い
ま
す
。
支
配
人
の
話
を
し
ま
し

た
が
、
人
材
を
い
か
に
確
保
す
る
か
、

育
て
る
か
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
が
全

て
の
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。
い
ま

で
も
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。

　

有
名
な
話
で
す
が
、
あ
る
記
者
が

「
松
下
電
器
は
、い
ろ
ん
な
も
の
を
つ

企
業
の
根
幹
は
人
材

く
っ
て
い
ま
す
ね
」
と
松
下
幸
之
助

に
聞
い
た
時
、幸
之
助
さ
ん
は「
い
や
、

松
下
は
人
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
つ

い
で
に
家
電
と
い
う
も
の
を
つ
く
っ

て
い
ま
す
」
と
答
え
た
と
い
い
ま
す
。

私
は
、
そ
の
答
え
が
本
当
の
経
営
と

し
て
は
肝
心
な
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　

ご
静
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

�

（
講
演
終
了
）
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当
日
は
ご
講
演
に
続
い
て
、
三
方
よ
し
研
究
所
メ
ン
バ
ー
と
の
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
経
営
理
念
の
こ
と
、
人
を
育
て
る
こ
と
、
企
業
承
継

に
つ
い
て
様
々
な
意
見
が
交
換
さ
れ
ま
し
た
が
、
誌
面
の
都
合
上
、
矢
尾
さ
ん

の
講
演
に
直
接
関
係
し
た
部
分
の
み
掲
載
し
ま
す
。

社
員
の
生
活
費
は
店
が
支
出
し　

給
料
は
奥
帳
場
預
か
り

中
澤（
進
行
役
、
三
方
よ
し
研
究
所

副
理
事
長
）　

最
後
に
人
材
確
保
の

お
話
が
出
ま
し
た
が
、
現
在
も
や
は

り
滋
賀
か
ら
の
社
員
さ
ん
が
多
い
の

で
し
ょ
う
か
？

矢
尾　

地
元
Ｏ
Ｂ
の
中
に
は
滋
賀
県

出
身
者
が
50
人
ぐ
ら
い
は
お
り
ま
す

が
、
も
う
か
つ
て
の
よ
う
に
本
拠
を

郷
里
に
置
く
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、

み
な
地
元
に
住
ん
で
い
ま
す
。
そ
し

て
、
近
年
の
採
用
は
す
べ
て
地
元
か

ら
で
す
。
単
身
秩
父
に
や
っ
て
き
た

社
員
は
恋
愛
は
ご
法
度
な
の
で
、
社

員
の
伴
侶
は
滋
賀
県
の
人
で
、
家
族

も
滋
賀
県
の
人
で
す
が
、
や
が
て
地

元
の
方
で
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
今
度
は
、
会
社
で
住
居
の
手
当

て
を
し
ま
し
た
。
住
宅
を
建
設
す
る

に
は
住
宅
ロ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
が
、

社
員
の
土
地
の
手
当
だ
け
は
会
社
で

し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
会
社
で
土
地

を
買
っ
て
、
長
い
年
賦
で
返
し
て
も

ら
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

中
澤　

今
日
、
こ
の
会
場
に
、
矢
尾

さ
ん
に
お
勤
め
を
い
た
だ
い
て
い
た

方
が
お
ら
れ
ま
す
。

坂
田　

父
が
戦
前
よ
り
昭
和
55
年

（
１
９
８
０
）ま
で
矢
尾
に
勤
務
し
て

お
り
、
私
は
、
父
の
命
で
昭
和
34
年

（
１
９
５
９
）に
矢
尾
に
行
き
ま
し
た
。

本
家
で
２
、
３
日
修
業
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
、
２
月
に
秩
父
に
移
住
し
ま

し
た
。

　

先
ほ
ど
か
ら
会
長
が
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
し
た
よ
う
に
、
恋
愛
ご
法
度

で
し
た
が
、
給
料
は
す
べ
て
奥
帳
場

の
預
か
り
で
、
自
分
で
お
金
が
必
要

な
場
合
に
は
奥
帳
場
に
行
っ
て
頼
ま

な
い
と
出
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
れ
も
か
な
り
の
理
由
が
な
い

と
な
か
な
か
出
し
て
も
ら
え
な
か
っ

た
も
の
で
す
。
昭
和
41
年（
１
９
６

６
）ま
で
勤
め
ま
し
た
が
、
退
社
し

た
と
き
に
は
手
元
に
２
２
０
万
円
あ

り
、
そ
の
後
京
都
に
勤
め
た
の
で
す

が
、
７
年
間
勤
め
て
貯
め
た
２
２
０

万
を
基
に
家
を
建
て
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

矢
尾　

今
の
お
話
の
よ
う
に
、
給
料

は
全
部
店
預
か
り
で
、
自
分
の
お
金

を
出
す
と
き
で
も「
お
ま
え
さ
ん
、何

に
使
う
の
だ
」と
、上
司
か
ら
文
句
を

言
わ
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
「
弟

が
就
職
し
た
か
ら
祝
品
を
買
う
」
な

ん
て
い
う
と
「
お
ま
え
、
そ
ん
な
身

分
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
取
り
合
わ

な
い
の
で
、
お
金
が
た
ま
っ
た
の
で

す
。

　

つ
ま
り
、
店
に
い
る
間
は
不
要
な

お
金
は
使
わ
な
い
の
で
す
。
会
社
の

前
に
床
屋
さ
ん
が
あ
り
ま
す
が
、
社

員
全
員
そ
の
床
屋
さ
ん
に
行
き
ま
す
。

代
金
は
全
部
店
持
ち
で
す
。
た
ば
こ

も
た
だ
、何
で
も
た
だ
。
だ
か
ら
、稼

い
だ
金
は
全
部
た
め
て
い
ま
す
。

矢
尾
の
経
営
の
ポ
イ
ン
ト

中
澤　

矢
尾
さ
ん
の
お
話
に
登
場
し

て
い
た
末
永
國
紀
先
生
が
会
場
に
お

見
え
で
す
。
矢
尾
の
経
営
の
ポ
イ
ン

ト
の
よ
う
な
も
の
を
お
話
し
い
た
だ

け
る
で
し
ょ
う
か
。

末
永　

矢
尾
さ
ん
の
２
６
８
年
の
歴

史
の
ポ
イ
ン
ト
と
い
う
の
は
、
私
は

三
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、
経
営
の
合
理
性
と
い
う

こ
と
で
す
。
２
６
８
年
前
、
創
業
当

時
か
ら
複
式
簿
記
で
帳
簿
を
付
け
て

お
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

二
つ
目
は
、
よ
そ
者
意
識
を
ず
っ

と
持
ち
続
け
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
お
店
の

人
た
ち
の
行
動
を
律
す
る
も
の
に

な
っ
た
の
で
す
。
例
え
ば
寛
延
２
年

（
１
７
４
９
）に
創
業
さ
れ
て
い
る
。

１
０
０
年
後
、
安
政
年
間
に
、
４
代

目
の
矢
尾
喜
兵
衛
さ
ん
が
「
自
分
た

ち
は
１
０
０
年
た
っ
た
後
で
も
、
よ

そ
者
な
ん
だ
」
と
従
業
員
に
言
っ
て

い
る
の
で
す
。「
だ
か
ら
地
元
の
商
人

と
は
立
場
が
違
う
か
ら
、
品
性
を
よ

く
保
た
な
い
と
い
け
な
い
」
と
い
う

こ
と
を
言
い
聞
か
せ
て
い
る
の
で
す
。

パネラーのみなさん

矢尾の経営について紹介される同志社大学名誉教授の末永國紀さん
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普
通
は
１
０
０
年
た
っ
た
ら
、
も
う

老
舗
と
見
な
さ
れ
て
も
い
い
ぐ
ら
い

の
も
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
を
ず
っ

と
言
い
続
け
て
お
ら
れ
る
。

　

い
ま
も
矢
尾
会
長
は
、
よ
そ
者
で

あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
の
気
持
ち
と
い

う
の
は
、
や
は
り
経
営
に
も
反
映
し

た
と
思
い
ま
す
し
、
行
動
に
出
て
き

た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
結
果
と
し
て

社
会
貢
献
、
陰
徳
善
事
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
三

つ
目
で
す
。

　

そ
の
陰
徳
善
事
と
い
う
の
は
、
単

に
目
に
見
え
た
も
の
だ
け
で
は
な
く

て
、例
え
ば
先
ほ
ど
も
、公
金
を
預
か

ら
れ
た
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、あ

れ
が
私
は
も
の
す
ご
く
印
象
深
い
も

の
で
す
。
昔
は
銀
行
と
か
信
用
組
合

と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
近
江
商
人
の
店
が
唯
一
の
頼

り
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
か
ら

お
金
を
融
通
し
て
も
ら
っ
て
年
を
越

す
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

だ
か
ら
も
う
経
営
が
う
ま
く
い
か

な
く
な
っ
て
、
そ
の
近
江
商
人
の
出

店
が
し
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
と
き
に
、
そ
こ
の
地
域
の

村
々
の
将
来
を
見
越
し
て
、
店
は
開

け
て
お
い
て
く
れ
と
嘆
願
し
て
い
る

の
で
す
。

　

そ
れ
を
聞
き
入
れ
て
、
矢
尾
さ
ん

は
金
融
業
を
続
け
て
い
た
の
で
す
。

金
融
と
い
う
の
は
質
屋
業
、
あ
る
い

は
両
替
商
の
こ
と
で
す
。
矢
尾
さ
ん

も
、
質
屋
業
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

こ
れ
は
儲
け
る
た
め
で
は
な
く
て
、

金
融
的
に
地
域
の
人
を
助
け
る
と
い

う
意
味
合
い
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
先
の
話
は
非
常
に
個
人

的
な
質
問
で
す
が
、
ば
り
ば
り
の
商

社
マ
ン
だ
っ
た
矢
尾
さ
ん
が
、矢
尾
家

と
い
う
古
い
商
家
に
入
ら
れ
て
、
ど

ん
な
こ
と
を
感
じ
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う
。
例
え
ば
経
営
の
遺
産
に
関
し
て

の
こ
と
で
す
。矢
尾
家
に
残
っ
て
い
た

経
営
遺
産
で
、
プ
ラ
ス
の
も
の
と
マ

イ
ナ
ス
の
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す

が
、
プ
ラ
ス
の
経
営
遺
産
と
し
て
受

け
止
め
ら
れ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

矢
尾
の
プ
ラ
ス
の
経
営
遺
産

矢
尾　

プ
ラ
ス
の
経
営
遺
産
に
つ
い

て
は
、
商
売
を
長
い
目
で
見
て
い
る

点
は
、
も
の
す
ご
い
な
と
思
い
ま
し

た
。
１
０
０
年
単
位
で
店
の
こ
と
を

考
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
地
域
に
対

し
て
も
の
す
ご
く
強
い
思
い
入
れ
を

持
っ
て
い
ま
す
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ

ク
な
と
ら
え
方
で
は
な
い
の
で
す
。

私
の
よ
う
に
商
社
マ
ン
を
経
験
し
た

者
に
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
中
心
に
儲
け
る

た
め
の
商
売
を
考
え
て
き
た
の
で
す

が
、
矢
尾
の
考
え
方
と
し
て
、
常
に

長
い
目
で
物
事
の
判
断
を
見
て
い
る

こ
と
は
す
ご
い
で
す
。
同
時
に
、
店

の
中
の
管
理
に
つ
い
て
は
共
同
体
的

な
考
え
方
で
、
主
人
も
従
業
員
も
み

ん
な
が
団
結
し
て
き
た
こ
と
は
、
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
と
は
違
う
と
い
う
感
じ

は
し
ま
し
た
。

　

冒
頭
に
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
大

家
さ
ん
と
の
付
き
合
い
か
た
に
は
大

変
驚
き
ま
し
た
。
私
の
代
に
な
っ
て

か
ら
も
大
家
さ
ん
の
土
地
を
買
わ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
長
い
目
で
見

た
商
い
を
、
と
は
考
え
て
い
ま
す
が
、

た
だ
、
今
の
ご
時
世
は
変
化
が
早
く

対
応
に
大
変
で
す
が
、
先
祖
の
や
っ

て
き
た
こ
と
は
常
に
念
頭
に
置
く
こ

と
が
肝
要
で
す
。

末
永　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

い
ま
ど
き
の
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

短
期
間
に
利
益
を
出
せ
と
い
う
の
は
、

そ
こ
に
無
理
が
あ
る
の
で
、
い
ろ
い

ろ
な
企
業
不
祥
事
が
出
て
く
る
の
で

す
ね
。
利
益
を
長
期
的
な
ス
パ
ン
で

見
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
よ
く
分

か
り
ま
し
た
。

中
澤　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

非
常
に
実
感
す
る
よ
う
な
お
話
で
し

た
。
気
持
ち
と
し
て
は
長
い
期
間
で

物
事
を
考
え
た
い
も
の
で
す
が
、
金

融
機
関
か
ら
は
早
く
答
え
を
出
せ
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
歴
史
を
積
み
上
げ
て

い
く
こ
と
の
重
要
な
こ
と
を
勉
強
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

�

（
終
了
）

観光名所として知られる「酒造りの森」矢尾268年の歴史を刻む旧酒蔵付近の欅の大木
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特  

別  

寄  

稿

日
本
の
近
江
生
ま
れ
の
世
界
的
経
営
遺
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
近
江
商
人
の
三
方
よ
し
─

同
志
社
大
学
名
誉
教
授

近
江
商
人
郷
土
館
館
長　

末
永　

國
紀

　

近
江
商
人
の
商
い
は
、
天
秤
棒
を

か
つ
い
だ
行
商
時
代
は
持
ち
下
り
商

い
と
呼
ば
れ
、
出
店
を
持
つ
よ
う
に

な
る
と
諸
国
産
物
廻
し
と
い
わ
れ
ま

す
。
上
方
か
ら
全
国
へ
運
ん
だ
商
品

は
、
織
物
・
化
粧
品
・
文
具
・
薬
な
ど

の
完
成
品
で
あ
り
、
地
方
か
ら
は
そ

れ
ら
の
原
材
料
を
上
方
へ
持
ち
上
り

ま
し
た
。
完
成
品
と
そ
の
原
材
料
を

扱
う
ノ
コ
ギ
リ
商
い
に
よ
っ
て
、
現

代
商
社
の
よ
う
な
効
率
の
高
い
商
法

を
先
取
り
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
う

し
た
商
い
は
、
豊
か
な
富
を
も
た
ら

し
、
同
時
に
文
化
の
伝
播
と
地
方
物

産
の
開
発
に
貢
献
し
ま
し
た
。

　

近
江
商
人
の
他
国
商
い
は
、
出
先

の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、

商
人
と
し
て
の
立
身
も
、
出
店
の
定

着
も
不
可
能
で
し
た
。「
近
江
泥
坊
」

と
あ
ざ
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
儲
け
た

分
を
独
占
し
て
故
郷
の
近
江
へ
持
ち

返
る
だ
け
で
は
、
せ
っ
か
く
築
い
た

商
圏
を
維
持
で
き
な
い
の
は
い
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
出
向
先
の
地
域

や
人
々
か
ら
評
価
さ
れ
、
信
頼
を
得

る
た
め
の
商
い
の
姿
勢
を
端
的
に
示

す
も
の
が
、「
売
り
手
よ
し
、
買
い
手

よ
し
、
世
間
よ
し
」、
と
い
う
三
方
よ

し
の
商
い
精
神
だ
っ
た
の
で
す
。

　

三
方
よ
し
は
、宝
暦
四
年（
一
七
五

四
）に
麻
布
商
の
中
村
治
兵
衛
宗
岸

が
、
一
五
歳
の
養
嗣
子
宗
次
郎
に
書

き
残
し
た
「
宗
次
郎
幼
主
書
置
」
の

一
節
が
原
典
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
表
現
が
変
遷
し
て
、
現
代
の
三
方

よ
し
と
い
う
短
い
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー

ズ
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

三
方
よ
し
の
順
番
で
は
、
な
ぜ
売

り
手
よ
し
が
一
番
手
に
置
か
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
や
は
り
、
自
分
の
都
合
が
最
優
先

な
の
か
！
」、と
早
合
点
し
て
は
い
け

ま
せ
ん
。
現
代
に
お
け
る
売
り
手
よ

し
の
解
釈
は
、
売
り
手
の
側
に
立
っ

て
働
く
人
た
ち
の
職
場
の
環
境
が
良

い
と
い
う
意
味
に
と
ら
え
て
、
は
じ

め
て
よ
り
有
意
義
な
も
の
と
な
り
ま

す
。
誰
し
も
パ
ン
の
み
の
た
め
に
働

く
の
で
は
な
く
、
働
く
意
義
を
見
い

出
せ
る
よ
う
な
職
場
で
あ
る
こ
と
を

三方よしの原典「宗次郎幼主書置」部分

願
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

販
売
員
で
あ
れ
ば
、
一
番
手
の
売

り
手
よ
し
と
い
う
良
い
職
場
環
境
の

下
で
、
接
客
へ
の
熱
意
や
顧
客
満
足

の
た
め
の
自
発
的
な
工
夫
を
生
み
出

す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
売
る
側
と
お

客
の
双
方
に
と
っ
て
心
地
好
い
売
買

と
な
り
、
そ
の
好
い
記
憶
が
二
番
手

の
買
い
手
よ
し
と
な
っ
て
、
一
見
の

お
客
を
再
来
の
顧
客
に
転
化
さ
せ
る

こ
と
で
し
ょ
う
。売
り
手
よ
し
、買
い

手
よ
し
を
実
現
で
き
、
仕
事
の
喜
び

を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
三

番
手
の
世
間
よ
し
と
い
う
、
仕
事
の

社
会
的
意
義
に
目
覚
め
、
働
く
事
に

一
層
情
熱
を
燃
や
す
よ
う
に
な
り
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ス
の
循
環
の
最

初
に
位
置
す
る
か
ら
こ
そ
、
売
り
手

よ
し
は
三
方
よ
し
の
一
番
手
に
挙
げ

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
真
っ
先
に
従

業
員
満
足
が
あ
り
、
つ
い
で
顧
客
満

足
を
達
成
し
、
そ
の
上
で
社
会
満
足

が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
す
。現
に
、従

業
員
満
足
を
第
一
に
掲
げ
る
企
業
は
、

ど
こ
で
も
業
績
は
好
調
で
す
。
従
業

員
満
足
を
重
視
す
る
企
業
で
は
、
経

営
者
と
従
業
員
と
の
信
頼
関
係
は

日
々
に
積
み
重
ね
ら
れ
、
優
れ
た
人

材
が
集
ま
っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
の

は
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

す
で
に
江
戸
時
代
か
ら
、
成
功
し

た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
近
江
商
人

は
、
従
業
員
、
顧
客
、
出
店
を
開
い

た
地
域
社
会
と
の
共
存
共
栄
を
自
覚

し
、
利
益
を
独
占
す
る
商
い
の
一
人

勝
ち
を
認
め
て
い
ま
せ
ん
。
三
方
よ

し
は
、「
近
江
泥
坊
」
と
は
正
反
対
の

極
に
立
つ
考
え
方
で
あ
り
、
近
江
商

人
と
い
う
人
々
は
、
商
売
は
世
の
中

全
体
を
得
意
先
と
し
て
行
う
も
の
で

あ
る
、
と
い
う
商
い
の
社
会
性
に
気

づ
い
て
い
た
の
で
す
。

　

ビ
ジ
ネ
ス
の
社
会
性
を
自
覚
し
な

い
よ
う
な
、
昨
今
の
悪
徳
ブ
ラ
ッ
ク

企
業
や
内
外
の
デ
ー
タ
偽
装
企
業
に

明
日
は
な
い
の
で
あ
り
、
近
江
商
人

の
三
方
よ
し
経
営
は
、
決
し
て
過
去

の
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
企

業
経
営
に
示
唆
す
る
と
こ
ろ
の
大
い

に
あ
る
、
日
本
の
近
江
で
生
ま
れ
た

世
界
的
経
営
遺
産
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。

末永 國紀（すえなが くにとし）氏

1943年生まれ
同志社大学名誉教授　㈶近江商人郷土館館長
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『近江商人と三方よし』モラロジー研究所、2014年
『近江商人　三方よし経営に学ぶ』ミネルヴァ書房、2011年
『日系カナダ移民の社会史─太平洋を渡った近江商人の末裔た
ち』ミネルヴァ書房�、2010年

『近江商人学入門─CSRの源流「三方よし」』サンライズ出版（淡
海文庫）、2004年

『近江商人�現代を生き抜くビジネスの指針』中央公論新社（中
公新書）、2000年

『近代近江商人経営史論』有斐閣、1997年

当
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ご
参
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末
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を
い
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だ
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し
た
。
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