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曳家を待つ質蔵

質蔵をリノベーションしたギャラリー質蔵

中央玄関へのアプローチ

棟札が見つかった仕込み蔵 旧島﨑泉治商店

　

元
禄
16
年
（
１
７
０
３
）
創
業
の
島
﨑
泉
治
商
店
を
中
心
に
隣
接
す
る
１
９
０
０
坪
の
土
地
に
町
有
林
材
を
ふ
ん

だ
ん
に
活
用
し
た
「
ふ
み
の
森
も
て
ぎ
」（
栃
木
県
茂
木
町
）
が
平
成
28
年
７
月
15
日
に
完
成
し
ま
し
た
。
茂
木
町

民
の
文
化
交
流
施
設
と
し
て
図
書
館
、
展
示
史
料
館
な
ど
を
有
し
、
中
核
施
設
の
「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ふ
く
ろ
う
」
は
弘

化
３
年
（
１
８
４
８
）
の
棟
札
が
残
っ
て
い
た
仕
込
み
蔵
の
部
材
を
利
用
し
、「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
質
蔵
」
は
蔵
元
の
質

蔵
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
す
る
な
ど
、
島
﨑
家
の
歴
史
を
伝
え
る
施
設
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
年
1
月
31
日
か
ら
3
月
31
日
ま
で
「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ふ
く
ろ
う
」
で
企
画
展
「
近
江
商
人 

島
﨑
利
兵
衛
家
」
が

開
催
中
で
す
。 

（
島
㟢
利
兵
衛
家
に
つ
い
て
は
本
紙
に
関
連
記
事
と
し
て
紹
介
し
て
お
り
ま
す
）

近
江
商
人
旧
宅
を
中
心
に
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
た「
ふ
み
の
森
も
て
ぎ
」

企画展「近江商人 島﨑利兵衛家」
■期間：１月31日㈫～３月31日㈮ （２月５日には末永先生らを講師に迎え第１回ふみの森もてぎ歴史フォーラムが開催されました。）
■場所：「ふみの森もてぎ」栃木県芳賀郡茂木町大字茂木1720-1　TEL 0285-64-1023
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平成28年度公開講座レポート

「近江商人が美術史に果たした役割」
─日野商人 島㟢利兵衛（雲圃）らの活動を通して─

　本年の三方よし研究所公開講座は、家族連れで大賑わいの滋賀県文化ゾーン内の滋賀県立近代美術館で開催しました。
　当館学芸員の國賀由美子さんの講演は、茶室にしつらえた「夕照庵」でお聞きし、その後は琵琶湖文化館所蔵の企
画展を見学するという芸術の秋にふさわしい公開講座となりました。

近
江
商
人
の
商
業
活
動
か
ら
生
ま
れ
た

近
江
と
下
野
の
つ
な
が
り

　

今
日
は
、
栃
木
県
に
ゆ
か
り
が
深

い
野
洲
市
大
篠
原
の
小こ

澤ざ
わ

さ
ん
も
お

越
し
で
す
が
、
栃
木
県
に
は
多
く
の

近
江
商
人
が
出
店
し
て
お
り
、
宇
都

宮
美
術
館
近
く
の
「
か
ま
し
ん
」
と

い
う
ス
ー
パ
ー
は
、
そ
れ
こ
そ
、
小

澤
さ
ん
の
ご
先
祖
が
そ
の
ル
ー
ツ
で

す
。

　

2
0
0
5
年
に
栃
木
県
立
美
術
館

で
当
館
と
連
携
し
た
「
高
田
敬け
い

輔ほ

と

小
泉
斐あ
や
る」

と
い
う
企
画
展
が
あ
り
ま

し
た
が
、
こ
の
時
に
は
近
江
商
人
の

系
譜
に
つ
ら
な
る
「
ス
ー
パ
ー
か
ま

し
ん
」
に
も
ご
協
力
い
た
だ
い
た
よ

う
で
す
。

「
か
ま
し
ん
」
は
明
治
５
年
、
釜
屋

新
兵
衛
が
創
業
し
ま
し
た
が
、
こ
の

方
は
、釜
屋
七
兵
衛（
小
澤
七
兵
衛
）

家
の
番
頭
格
で
、
小こ

澤ざ
わ

七
兵
衛
さ
ん

が
近
江
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
き
に

営
業
権
を
譲
ら
れ
て
創
業
さ
れ
た
も

の
で
す
。

　

ご
承
知
の
と
お
り
、
近
江
商
人
は
、

本
宅
は
近
江
に
置
き
、
主
人
は
年
に

何
度
か
本
宅
と
出
店
と
を
行
き
来
し

て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
往
来
の
中

か
ら
文
人
サ
ー
ク
ル
の
よ
う
な
集
ま

り
が
生
ま
れ
、
絵
画
な
ど
の
指
導
を

仰
い
だ
り
、
資
金
を
提
供
し
た
り
す

る
関
係
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
す
。

　

こ
の
共
同
企
画
展
の
当
館
で
の
サ

ブ
タ
イ
ト
ル
が
、
本
日
の
テ
ー
マ
で

あ
る
「
近
江
商
人
が
美
術
史
に
果
た

し
た
あ
る
役
割
」で
し
た
。高
田
敬
輔

は
近
江
で
は
よ
く
知
ら
れ
、
多
く
の

弟
子
を
育
て
て
い
る
の
で
す
が
、
画

壇
が
活
気
づ
く
18
世
紀
後
期
に
は
す

で
に
没
し
て
い
る
の
で
全
国
的
な
評

価
は
少
し
残
念
で
す
。
そ
し
て
小
泉

斐
は
、
近
年
だ
い
ぶ
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
が
、
全
国
的
に
は
ま

だ
ま
だ
無
名
の
、
敬
輔
が
没
し
て
百

年
後
に
生
ま
れ
た
下
野
国
の
画
人
で

す
。

　

時
代
や
生
ま
れ
が
異
な
る
二
人
が

結
び
つ
い
た
理
由
に
は
近
江
商
人
の

存
在
が
あ
り
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
画

人
の
活
躍
を
後
世
に
知
ら
し
め
る
活

動
を
積
極
的
に
商
人
が
行
っ
た
と
い

う
こ
と
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

文
人
に
と
っ
て
近
江
商
人
は

大
ス
ポ
ン
サ
ー

　

近
江
商
人
は
、
も
っ
た
い
な
い
精

神
が
旺
盛
な
こ
と
か
ら
、
世
間
で
は
、

大
変
ケ
チ
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

彼
ら
は
大
き
な
財
力
が
あ
り
、
遠
来

か
ら
の
お
客
さ
ん
を
も
て
な
す
こ
と

が
多
く
、
こ
う
し
た
も
て
な
し
方
が

半
端
で
は
な
い
こ
と
に
驚
き
ま
す
。

日
野
商
人
「
島
﨑
雲
圃
」
と
日
野
の
画
家
高
田
敬
輔

　

近
江
商
人
は
商
売
上
手
だ
が
、
儲
け
る
こ
と
一
辺
倒
だ
。
と
捉
え
ら
れ

る
こ
と
が
多
く
散
見
さ
れ
ま
す
。
こ
の
要
因
の
一
つ
が
、
彼
ら
の
文
化
貢

献
事
業
に
関
す
る
情
報
不
足
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
す
で

に
10
年
も
前
の
事
で
し
た
が
、
滋
賀
県
立
近
代
美
術
館
は
栃
木
県
立
美
術

館
と
連
携
し
て
、
表
題
の
企
画
展
を
開
催
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
滋
賀
県
立
近
代
美
術
館
30
周
年
記
念
巡
回
展
の
経
緯
を
京
都

新
聞
「
現
代
の
こ
と
ば
」
に
記
載
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
三
方
よ
し
研
究

所
メ
ン
バ
ー
が
國
賀
さ
ん
招
聘
に
向
か
っ
て
走
っ
た
の
で
す
。（「
現
代
の

こ
と
ば
」
は
本
紙
に
転
載
）。
そ
し
て
、
今
回
の
講
演
会
と
な
り
ま
し
た
。

当
日
は
多
く
の
絵
画
の
映
像
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
な
が
ら
の
講
演
で
し

た
が
、
紙
面
で
は
制
約
が
あ
り
ま
す
の
で
一
部
割
愛
し
て
い
る
こ
と
を
ご

理
解
い
た
だ
き
た
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

今
回
は
、
日
野
商
人
の
文
化
活
動
が
中
心
で
し
た
が
、
今
後
深
く
探
っ

て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

滋賀県立近代美術館
専門学芸員
國賀　由美子 さん

講師
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そ
し
て
、
お
も
て
な
し
を
受
け
た

画
人
や
学
者
な
ど
が
返
礼
の
意
味
を

込
め
て
、
書
画
な
ど
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

す
る
こ
と
も
当
然
あ
り
、
商
家
に
は

個
人
的
な
繋
が
り
の
中
か
ら
と
ど

ま
っ
た
書
画
骨
董
の
類
も
少
な
く
は

な
か
っ
た
の
で
す
。

　

画
人
や
文
人
は
、
近
江
商
人
宅
に

逗
留
、
あ
る
い
は
道
中
を
同
行
す
る

な
ど
の
機
会
を
通
し
て
、
お
互
い
の

関
係
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

本
日
は
高
田
敬
輔
を
中
心
と
し
た

話
の
展
開
で
す
か
ら
ど
う
し
て
も
日

野
商
人
が
中
心
に
な
り
ま
す
が
、
五

個
荘
や
八
幡
で
も
独
自
の
文
化
活
動

を
行
っ
た
商
人
が
存
在
す
る
と
と
も

に
、
商
家
に
生
ま
れ
て
自
ら
画
人
・

文
人
と
な
っ
た
人
も
少
な
く
は
な
く
、

本
日
は
ほ
ん
の
一
端
で
あ
る
こ
と
を

ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。

出
店
と
郷
里
を
行
き
来
す
る
中
か
ら

生
ま
れ
た
文
人
サ
ー
ク
ル

　

日
野
商
人
で
あ
る
と
同
時
に
絵
も

描
い
た
島
﨑
雲
圃
と
い
う
人
が
い
ま

す
。
こ
の
人
は
同
郷
の
高
田
敬
輔
の

弟
子
で
あ
り
、
日
野
と
栃
木
を
年
に

何
度
も
往
復
し
て
い
ま
す
。
ご
子
孫

が
栃
木
で
島
﨑
泉
治
商
店
と
い
う
醸

造
業
を
営
み
、
栃
木
県
立
美
術
館
で

開
催
さ
れ
た
企
画
展
の
際
に
は
「
島

﨑
雲
圃
」
と
い
う
銘
柄
の
清
酒
を
作

る
な
ど
先
人
の
功
績
を
近
年
ま
で
讃

え
て
お
ら
れ
ま
し
た（
二
〇
一
四
年

三
月
廃
業
）。
こ
の
島
﨑
雲
圃
の
弟
子

に
小
泉
斐
と
い
う
人
が
い
ま
す
。

　

彼
は
、
雲
圃
に
付
い
て
日
野
に

や
っ
て
き
た
お
り
、
そ
の
帰
り
に
水

戸
の
文
人
仲
間
と
待
ち
合
わ
せ
を
し

て
、
一
緒
に
富
士
山
登
頂
を
果
た
し

て
い
ま
す
。

　

富
士
山
は
多
く
の
絵
師
た
ち
が
こ

ぞ
っ
て
描
い
て
い
ま
す
が
、
ど
れ
も

近
江
日
野
出
身
の
画
家
「
高
田
敬
輔
」（
１
６
７
４
～
１
７
５
５
）

が
、
遠
く
か
ら
眺
め
た
富
士
山
し
か

描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
し
た
が
、

富
士
登
山
を
決
行
し
た
雲
圃
の
弟
子
、

斐
は
、
実
際
に
見
聞
し
た
富
士
山
の

火
口
を
描
い
て
い
ま
す
。

　

近
江
商
人
が
郷
里
の
滋
賀
と
出
店

先
の
北
関
東
あ
る
い
は
東
北
と
を
行

き
来
す
る
間
に
、
豊
穣
な
文
化
の
営

み
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
し
た
。

　

本
日
の
話
し
の
中
心
に
い
る
高
田

敬
輔
は
、
江
戸
中
期
の
近
江
日
野
出

身
の
画
人
で
、名
は
隆
久
と
い
い
、竹

隠
斎
、
眉
間
毫
翁
、
梅
桃
老
人
な
ど

の
号
を
も
ち
ま
す
。

　

敬
輔
は
、
狩
野
山
楽
か
ら
始
ま
る

京
狩
野
派
の
4
代
狩か

野の
う

永え
い

敬け
い

に
入
門

し
、
京
都
で
修
業
し
、
師
匠
が
亡
く

な
ら
れ
て
か
ら
は
、
峨
山（
嵯
峨
嵐

山
）の
鳳
潭
宗
叡
や
知
恩
院
の
良
照

義
山
に
付
い
て
勉
強
し
、
浄
土
宗
の

「
選
択
本
願
十
六
章
図
」
や
、「
無
量

寿
経
曼
荼
羅
」
を
描
き
、
そ
れ
を
板

彫
に
し
て
、
印
刷
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
堺
・
阿
波
・
京
都
・
西

宮
・
伊
丹
・
鳴
尾（
い
ま
の
尼
崎
市

内
）で
、絵
描
き
と
し
て
活
動
し
70
歳

と
い
う
当
時
と
し
て
は
老
齢
に
な
っ

て
か
ら
江
戸
に
出
て
い
き
、
芝
増
上

寺
の
仏
心
院
と
か
、
小
石
川
の
伝
通

院
、
本
所
羅
漢
寺
等
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
に
大
型
の
絵
を
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー

シ
ョ
ン
み
た
い
な
や
り
方
で
制
作
し

て
、
将
軍
を
は
じ
め
と
す
る
人
々
に

名
前
を
売
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
そ
の

後
は
、
日
野
に
帰
っ
て
梅
桃
庵
に
住

ん
で
い
ま
し
た
。

　

江
戸
逗
留
前
の
享
保
20
年
に
は
仁

和
寺
か
ら
法ほ
っ

橋き
ょ
うを

い
た
だ
き
、
さ
ら

に
そ
の
上
の
法ほ
う

眼げ
ん

と
い
う
、
当
時
は

絵
師
の
位
で
も
あ
る
僧
位
を
受
け
て

い
ま
す
。

　

敬
輔
の
家
、
高
田
徳
左
衛
門
家
は

日
野
杉
之
神
町
に
あ
り
、後
世
の『
文

久
元
年
辛
酉
三
月
改
商
人
連
名
牒
』

に
名
前
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
野

で
漆
器
製
造
販
売
を
業
と
し
て
い
ま

し
た
。
敬
輔
も
、
こ
れ
を
売
り
歩
く

傍
ら
合
薬
の
調
整
販
売
も
始
め
た
よ

う
で
す
。

　

敬
輔
の
作
品
の
中
に
は
、
黄お
う

檗ば
く

宗

の
影
響
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
も

多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
は

日
野
商
人
と
も
深
く
関
わ
っ
た
地
元

高田敬輔「竹林七賢図」（左隻）（信楽院）
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島㟢雲圃「高田敬輔像」（図１）

の
正
し
ょ
う

明み
ょ
う

寺じ

と
の
縁
が
影
響
し
て
い

ま
す
。

　

高
齢
に
な
っ
て
江
戸
に
出
向
き
活

動
し
ま
す
が
、
こ
の
時
、
面
倒
を
見

た
の
が
、
地
元
仁
正
寺
藩
市
橋
家
の

江
戸
屋
敷
用
人
の
竹
内
四
郎
左
衛
門

で
し
た
。
日
野
商
人
の
縁
故
が
あ
っ

た
か
ら
江
戸
に
出
て
、
市
橋
家
の
世

話
が
あ
っ
て
江
戸
で
活
躍
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
す
。

　

こ
こ
に
、
弟
子
の
島
﨑
雲
圃
が
描

い
た
高
田
敬
輔
の
画
像（
図
１
）が

あ
り
ま
す
。
す
ご
く
細
長
い
形
の
掛

け
軸
で
、
上
の
方
に
は
敬
輔
に
つ
い

て
書
か
れ
た
賛
文
が
あ
り
ま
す
。
建

部
箕
山
と
い
う
日
野
出
身
の
儒
者
が
、

敬
輔
の
生
涯
を
記
し
た
も
の
で
す
。

よ
く
見
て
い
た
だ
く
と
敬
輔
の
眉
間

に
黒ほ
く
ろ子
が
一
つ
あ
り
、
そ
こ
か
ら
３

本
、
毛
が
生
え
て
い
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
自
身
の
雅
号
と
し
て
「
眉

間
毫
翁
」
を
使
っ
て
い
た
の
で
す
。

敬
輔
の
筆
頭
弟
子
「
島
﨑
雲
圃
」

　

敬
輔
に
は
非
常
に
多
く
の
弟
子
が

い
ま
し
た
。
そ
の
中
の
筆
頭
格
が
近

江
商
人
の
島
﨑
雲
圃
で
す
。
雲
圃
は
、

代
々
「
利
兵
衛
」
を
名
乗
る
下
野
国

（
現
在
の
栃
木
県
）茂
木
で
醸
造
業
を

営
む
商
家
の
第
3
代
目
で
、
名
前
は

輔
吉
と
い
い
ま
す
。

　

島
㟢
利
兵
衛
家
は
、
先
述
し
た
清

酒
「
泉
月
花
」
や
「
島
㟢
雲
圃
」
を

製
造
し
て
い
た
島
﨑
泉
治
商
店
で
す
。

島
﨑
家
は
日
野
商
人
で
す
が
、
初
代

島
㟢
利
兵
衛
が
下
野
で
醸
造
業
を
は

じ
め
ま
し
た
。
雲
圃
は
、
絵
は
敬
輔

に
師
事
し
、
儒
学
は
先
述
の
建
部
箕

山
と
い
う
日
野
出
身
の
儒
者
に
学
び

ま
し
た
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、

左
の
敬
輔
画
像
は
描
い
た
の
が
雲
圃
、

賛
文
は
箕
山
で
す
。

敬
輔
の
弟
子「
曽
我
蕭
白
」と「
月
岡

雪
鼎
」

　

敬
輔
の
弟
子
の
中
で
も
特
筆
す
べ

き
に
、
大
坂
で
活
躍
し
た
浮
世
絵
師

の
月
岡
雪
鼎
や
、
異
端
と
狂
気
の
絵

師
と
し
て
知
ら
れ
る
曾
我
蕭
白
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
い
ま
会
場

（
滋
賀
県
立
近
代
美
術
館
）に
展
示
し

て
い
る
曾
我
蕭
白
の
比
叡
山
の
絵
は
、

高
田
敬
輔
の
絵
と
似
通
っ
た
部
分
が

あ
り
ま
す
。
幾
重
に
も
重
な
る
山
並

み
や
雲
、
雲
の
下
に
湖
岸
線
が
ず
っ

と
描
か
れ
て
い
て
、
地
面
か
ら
湧
き

立
つ
よ
う
な
も
く
も
く
と
し
た
図
様

は
高
田
敬
輔
の
雲
の
表
現
に
近
い
と

い
え
ま
す
。
こ
れ
は
元
を
た
ど
る
と
、

中
国
の
水
陸
画
の
影
響
を
受
け
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。

　

一
方
、
門
人
の
中
で
も
頭
角
を
現

し
て
い
た
月
岡
雪
鼎
は
、
日
野
で
敬

輔
に
学
ん
だ
後
は
大
坂
に
出
て
、
浪

速
の
浮
世
絵
師
と
し
て
有
名
に
な
り

ま
す
。
内
筆
の
美
人
図
が
有
名
で
す

が
、
敬
輔
の
絵
と
似
通
っ
た
富
士
山

の
絵
も
描
い
て
い
ま
す
。

「
没
骨
」
技
法
の
島
﨑
雲
圃

　

雲
圃
は
、「
没も
っ

骨こ
つ

」
と
い
う
輪
郭
線

を
描
か
な
い
絵
画
技
法
を
、
い
ち
は

や
く
人
物
画
に
取
り
入
れ
た
画
人
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
絵
画
は
線

で
輪
郭
を
取
る
の
が
一
つ
の
基
準
の

ス
タ
イ
ル
で
あ
り
、
そ
の
線
描
の
美

滋賀県指定文化財　曾我蕭白「叡山図」（琵琶湖文化館蔵）
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敬
輔
、
雲
圃
、
斐
に
つ
な
が
る
「
鮎
の
絵
」

黄
檗
宗
萬
福
寺
の
「
石
條
」
に
残
る
近
江
商
人

小泉斐「鮎図」（部分）

　

近
江
商
人
と
黄
檗
宗
と
の
つ

な
が
り
、
あ
る
い
は
近
江
商
人
の

財
力
を
表
す
も
の
と
し
て
、
黄
檗

宗
萬
福
寺
に
現
存
す
る
「
石
條
」

が
あ
り
ま
す
。
萬
福
寺
は
、
宇
治

に
あ
る
黄
檗
宗
の
本
山
で
、
そ
の

総
門
か
ら
三
門
に
続
い
て
、
さ
ら

に
は
そ
の
中
に
も
縦
横
無
尽
に
、

四
角
い
石
を
ひ
し
形
に
並
べ
た

「
石
條
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
竜
の
背
中
を
表

し
て
お
り
、
こ
の
上
に
立
て
る
の

は
、
か
つ
て
は
黄
檗
山
萬
福
寺
の

ト
ッ
プ
、
住
持
の
方
の
み
と
い
う

ぐ
ら
い
格
式
の
あ
る
も
の
で
す
。

し
さ
が
日
本
画
の
よ
さ
だ
と
言
わ
れ

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
輪
郭
を
線
で
た

ど
ら
ず
に
色
付
け
だ
け
で
物
の
形
を

表
し
て
い
く
技
法
を
用
い
て
島
﨑
雲

圃
は
人
物
画
を
描
き
ま
し
た
。

境内を縦横無尽に走る「石條」

かすかに読み取れる寄進者名の刻印

　

境
内
の
天
王
殿
の
す
ぐ
わ
き

に
「
石
條
施
主　

江
州
日
野
」
と

い
う
文
字
を
か
す
か
に
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
実
際
に
は
、

左
に
「
石
條
施
主　

江
州
日
野
田

中
藤
左
衛
門
」、
右
側
に
同
じ
よ

う
に
「
矢
野
儀
右
衛
門
」
と
い
う

名
前
が
入
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

現
在
で
は
十
分
目
視
で
き
ま
せ

ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
萬
福
寺
の

資
料
に
よ
る
と
享
和
３（
１
８
０

３
）年
に
で
き
た
も
の
で
、
田
中
、

矢
野
の
両
名
は
日
野
商
人
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま
す
。
二

人
は
浄
土
宗
の
檀
家
で
し
た
が
、

当
時
、
憧
れ
の
ニ
ュ
ー
ウ
エ
ー
ブ

の
黄
檗
宗
に
深
く
か
か
わ
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

日
本
の
風
景
画
は
、
そ
れ
ま
で
理

想
な
る
山
水
の
姿
を
描
く
「
山
水

図
」
と
言
わ
れ
る
も
の
が
多
か
っ
た

の
で
す
が
、
江
戸
の
後
半
に
な
っ
て

き
て
、
自
分
が
目
の
当
た
り
に
し
た

風
景
を
そ
の
ま
ま
に
描
く
「
真
景

図
」
が
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
同
時
に
写
生
が
重
視
さ
れ
、

「
写
実
」つ
ま
り
実
を
写
す
絵
画
が
重

ん
じ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
す
。
こ

う
し
た
技
法
を
用
い
た
も
の
と
し
て

雲
圃
の
作
品
で
は
、
鮎
の
絵
や
梅
の

絵
が
有
名
で
す
。

　

敬
輔
も
、
非
常
に
鮎
を
好
ん
で
描

い
て
い
ま
す
。た
だ
、敬
輔
は
さ
ら
っ

と
、
筆
運
び
を
楽
し
ん
で
鮎
の
絵
を

描
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
島
﨑
雲

圃
に
伝
わ
り
、
小
泉
斐
に
伝
わ
っ
て

ゆ
く
う
ち
に
、「
写
実
」
の
色
あ
い
を

濃
厚
に
し
な
が
ら
、
こ
の
流
派
の
代

表
的
な
画
題
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

日
野
岡
本
町
の
曳
山
見
送
幕
の
下
絵

を
描
い
た
「
小
泉
斐
」

　

小
泉
斐
は
、
下
野
国
益
子
で
生
ま

れ
た
画
家
で
神
官
で
す
。
小
泉
家
の

養
子
に
な
り
、
わ
ず
か
11
歳
で
島
﨑

雲
圃
に
入
門
し
、
儒
学
は
水
戸
の
立

原
翠
軒
に
学
び
ま
し
た
。
そ
し
て
雲

圃
が
関
東
と
日
野
を
行
き
来
す
る
際

に
同
行
し
た
こ
と
も
あ
り
、
日
野
岡

本
町
の
曳
山
の
見
送
幕
「
五
星
神
形

図
」
の
下
絵
を
描
い
て
い
ま
す
。

　

日
野
祭
は
、
日
野
商
人
の
財
力
の

大
き
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
有
名
で
、

町
内
ご
と
に
豪
華
な
曳
山
を
保
有
し
、
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日野岡本町の曳山（上）（日野町提供）

屋根の飾り物は毎年趣向を凝らして
作られる（左）

岡本町曳山の見送幕（下絵は小泉斐による）（日野町提供）

日
野
ゆ
か
り
の
画
人
ら
の
書
画
帖
を
作
成
し
た
の
は

島
﨑
玉
淵
の
父
、
島
㟢
種
徳

商
人
は
そ
の
財
力
を
地
域
の
祭
礼
行

事
に
惜
し
み
な
く
拠
出
し
て
き
ま
し

た
。
今
も
毎
年
5
月
2
日
、
3
日
に

盛
大
に
馬
見
岡
綿
向
神
社
の
祭
礼
と

し
て
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
泉
斐

の
「
五
星
神
形
図
」
は
、
日
野
岡
本

町
の
曳
山
の
見
送
り
幕
下
絵
で
、
文

政
12
年
の
年
号
に
加
え
「
下
野
檀
山

人
小
泉
斐
」
と
あ
り
ま
す
。

　

斐
が
も
と
も
と
参
考
に
し
た
の
は
、

現
在
大
阪
市
立
美
術
館
な
ど
に
も
残

る
中
国
絵
画
で
す
。
斐
が
写
し
た
模

本
は
、
近
代
に
な
っ
て
著
名
な
画
家

が
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い

ま
す
が
現
在
は
行
方
不
明
で
す
。
た

だ
、
斐
の
弟
子
の
島
﨑
玉
淵（
島
﨑

善
兵
衛
家
3
代
）が
さ
ら
に
斐
の
模

本
を
写
し
た
も
の
は
、
現
存
し
て
い

ま
す
。

　

こ
の
小
泉
斐
が
儒
学
を
学
ん
だ
水

戸
の
立
原
翠
軒
は
『
大
日
本
史
』
の

編
さ
ん
に
関
わ
り
、
水
戸
の
彰
考
館

の
総
裁
ま
で
務
め
て
い
た
人
で
す
が
、

後
に
は
藤
田
幽
谷
と
意
見
が
対
立
し

て
干
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
前
の
寛
政

７
年
に
関
西
に
調
査
に
や
っ
て
き
た

帰
り
道
に
、
日
野
か
ら
の
帰
路
の
小

泉
斐
と
落
ち
会
っ
て
、
富
士
登
頂
を

果
た
し
た
の
で
す
。

　

斐
は
、文
化
13
年
に
、下
野（
栃
木

県
）の
黒
羽
藩
の
大
名
、
大
関
増
業

に
招
か
れ
黒
羽
鎮
国
社
の
社
掌（
神

主
）と
な
り
、御
用
絵
師
の
よ
う
に
大

関
氏
の
求
め
に
応
じ
て
絵
を
描
く
仕

事
も
し
て
い
ま
し
た
。
寛
政
７
年
の

富
士
登
頂
の
成
果
と
し
て
「
富
岳
真

状
」
を
描
き
ま
し
た
が
、
そ
の
浄
書

本（
清
書
が
き
）「
富
士
登
岳
図
巻
」

が
『
富
嶽
写
真
』
と
い
う
名
称
で
嘉

永
２
年
に
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

出
版
に
か
か
る
費
用
を
拠
出
し
た
の

が
、
島
﨑
玉
淵
を
は
じ
め
と
す
る
近

江
日
野
、
下
野
黒
羽
、
常
陸
額
田
の

文
人
た
ち
で
し
た
。

　

島
﨑
玉
淵（
3
代
島
﨑
善
兵
衛
）は
、

日
野
町
大
窪
の
出
身
で
す
。同
家
は
関

東
方
面
の
行
商
か
ら
身
を
起
こ
し
、宝

暦
元
年
、敬
輔
が
亡
く
な
る
少
し
前
に
、

下
野
国
の
烏
山
に
呉
服
や
荒
物
、現
地

特
産
の
紙
を
商
う
支
店
を
設
け
て
い

ま
す
。

　

玉
淵
は
、
近
江
商
人
の
通
例
に
従

い
、
家
族
を
日
野
に
残
し
た
ま
ま
年

に
数
度
、
日
野
と
烏
山
の
間
を
往
還

し
、
商
い
の
傍
ら
画
人
と
し
て
も
活

躍
し
ま
し
た
。
小
泉
斐
を
絵
の
師
と

し
、
斐
は
、
黒
羽
城
の
中
で
仕
事
を

し
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
こ
に
玉
淵

も
一
緒
に
行
っ
て
絵
の
模
写
を
行
っ

た
り
し
ま
し
た
。

　

こ
の
人
は
非
常
に
風
景
画
が
上
手

だ
っ
た
の
で
す
が
、
烏
山
と
の
往
還

時
の
写
生
を
元
に
し
た
、
富
士
山
や

木
曽
川
を
は
じ
め
と
す
る
真
景
図
、
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あ
る
い
は
松
島
の
真
景
図
が
残
っ
て

い
ま
す
。
玉
淵
の
父
、
種
徳
は
、
交

友
の
あ
っ
た
画
人
の
書
画
を
収
集
し
、

書
画
帖
を
作
成
し
た
こ
と
で
、
こ
こ

蒲生家の菩提寺、日野信楽院

高田敬輔作、信楽院の天井画

に
敬
輔
か
ら
の
日
野
に
縁
の
あ
る
文

人
た
ち
の
交
友
関
係
を
深
く
知
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

敬
輔
没
後
50
年
に
作
成
さ
れ
た
『
敬
輔
画
譜
』

『
敬
輔
画
譜
』
を
編
さ
ん
し
た
の
は

敬
輔
の
孫
に
あ
た
る
谷
田
伯
脩
で
、

絵
も
描
い
た
の
で
す
が
、
学
者
肌
で
、

著
作
も
残
し
て
い
ま
す
。
こ
の
『
敬

輔
画
譜
』
は
四
冊
か
ら
成
り
、
第
一

冊
目
に
は
、
高
田
敬
輔
略
伝
が
掲
載

さ
れ
、
日
野
の
浄
土
宗
の
大
聖
寺
の

住
職
が
、
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
ま

す
。

　

巻
一
と
巻
二
に
は
敬
輔
の
作
品
を

簡
略
に
し
て
描
い
た
よ
う
な
縮
図
が

載
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
信
楽
院

の
天
井
画
か
ら
一
部
取
っ
た
も
の
な

ど
で
す
。

　

巻
の
三
冊
目
は
、
高
田
敬
輔
が
勉

強
し
た
和
漢
の
絵
画
を
集
め
て
い
ま

す
。
お
師
匠
さ
ん
の
狩
野
永
敬
が
描

い
た
も
の
や
狩
野
山
雪
の
絵
が
あ
り
、

敬
輔
が
学
ん
だ
絵
で
ま
と
め
ら
れ
て

い
ま
す
。最
後
の
四
冊
目
は「
附
録
」

と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
子
弟
や
門
弟
の

作
品
が
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
雲
圃

の
描
い
た
蛾が

蟇ま

鉄て
っ

拐か
い

や
小
泉
斐
、
編

者
の
谷
田
伯
脩（
谷
伯
脩
）の
絵
も
収

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

信
楽
院
の
天
井
画

　

日
野
の
信し

ん

楽ぎ
ょ
う

院
は
、
浄
土
宗
の
寺

院
で
蒲
生
氏
郷
の
菩
提
寺
で
す
。
こ

こ
に
高
田
敬
輔
の
天
井
画
が
あ
り
ま

す
が
、こ
れ
は
、浄
土
宗
寺
院
の
天
井

画
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。
本
来
は
阿
弥
陀
さ
ん
が
描
か
れ

る
べ
き
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
龍

王
の
絵
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
の
で

す
が
、
よ
く
見
る
と
、
お
釈
迦
さ
ん

の
生
涯
に
ま
つ
わ
る
守
護
神
図
だ
と

思
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
韋
駄
天
も

描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

韋
駄
天
は
非
常
に
黄
檗
宗
と
関
わ

り
が
深
い
仏
法
守
護
の
神
で
す
。
や

は
り
黄
檗
と
の
関
係
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
当
時
の
信
楽

院
も
、
こ
う
い
う
天
井
画
を
描
く
と

い
う
こ
と
を
許
し
て
描
か
れ
て
い
る

わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
あ
た
り
に
は
、

檀
家
さ
ん
で
あ
る
日
野
商
人
と
黄
檗

宗
と
の
関
係
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
寛

大
に
も
理
解
し
た
う
え
で
お
許
し
に

な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま

す
。
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高
田
敬
輔
の
系
列
に
つ
な
が
る
画

家
や
地
元
の
商
人
、
お
寺
の
お
坊
さ

ん
の
グ
ル
ー
プ
で
す
。

　

次
が
、
水
戸
お
よ
び
下
野
に
か
か

わ
る
グ
ル
ー
プ
で
、
島
﨑
雲
圃
、
立

原
翠
軒
、
小
泉
斐
が
含
ま
れ
ま
す
。

　

次
は
、
本
日
は
触
れ
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
仙
台
で
も
活
躍
し
た
日
野
商

人
の
中
井
源
左
衛
門
家
が
中
心
の
グ

ル
ー
プ
で
す
。
中
井
家
は
仙
台
に
も

大
き
な
お
店た
な

を
持
ち
、
仙
台
出
身
の

絵
師
や
、
仙
台
に
逃
避
し
て
き
た
江

戸
の
狩
野
派
の
絵
師
、
狩
野
梅
笑
の

作
品
も
こ
の
書
画
帖
の
中
に
は
収

ま
っ
て
い
ま
す
。

　

最
後
の
グ
ル
ー
プ
が
近
江
八
幡
出

身
の
京
の
商
家
の
出
で
あ
る
伴ば
ん

蒿こ
う

蹊け
い

を
中
心
と
す
る
人
々
で
す
。
蒿
蹊
は

京
で
生
ま
れ
八
幡
の
本
家
の
家
督
を

継
い
だ
の
で
す
が
、
早
々
に
引
退
し

て
京
に
戻
り
、
平
安
の
和
歌
四
天
王

と
し
て
、
和
文
の
方
で
非
常
に
名
を

は
せ
た
人
で
す
。蒿
蹊
と
同
様
に
、妙

法
院
宮
真
仁
法
親
王
に
よ
る
文
化
サ

ロ
ン
の
構
成
員
で
あ
っ
た
皆
川
淇
園

を
は
じ
め
、
真
仁
法
親
王
が
重
ん
じ

た
呉
春
門
下
の
画
家
た
ち
も
、
こ
の

書
画
帖
に
描
い
て
い
ま
す
。

　

種
徳
が
集
め
た
書
画
帖
は
、
単
に

諸
名
家
の
書
画
を
収
集
し
た
の
で
は

な
く
て
、自
家
、つ
ま
り
日
野
商
人
島

㟢
善
兵
衛
家
と
、
縁
の
あ
る
人
々
の

書
画
を
集
め
た
も
の
で
す
。
こ
こ
に

描
い
て
い
る
人
全
員
と
お
知
り
合
い

で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
が
、
間
に
介
在
す
る
人
と

こ
の
種
徳
さ
ん
は
必
ず
交
友
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
時
代
は
書
画
帖
を
集
め
る
こ

と
が
富
裕
な
方
の
間
で
は
流
行
っ
て

お
り
、
単
に
有
名
人
の
作
品
を
集
め

た
書
画
帖
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
っ

ち
の
方
が
主
流
な
の
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
書
画
帖
に
関
し
て
言
え
ば
、

島
﨑
家
の
交
流
を
つ
か
ん
で
い
く
こ

と
が
で
き
る
非
常
に
貴
重
な
資
料
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に

近
江
商
人
の
文
化
へ
の
関
わ
り
を
つ

ぶ
さ
に
伝
え
る
も
の
で
す
。
画
家
を

育
て
、
文
人
を
育
て
、
さ
ら
に
自
ら

も
絵
を
描
き
、
文
章
を
書
き
、
立
華

を
す
る
と
い
う
、
近
江
商
人
の
文
化

活
動
の
証
左
で
す
。
商
売
と
は
異

な
っ
た
文
化
へ
の
造
詣
が
、
き
っ
と

商
売
の
幅
も
広
げ
て
い
っ
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

（
講
演
終
了
）

　

江
戸
時
代
の
初
め
に
黄
檗
宗
が
日

本
に
も
た
ら
さ
れ
、
黄
檗
文
化
が
日

本
の
中
で
定
着
し
て
い
き
ま
し
た
。

加
え
て
江
戸
中
期
か
ら
嘉
永
・
安
政

と
い
う
幕
末
の
時
期
に
近
づ
い
て
く

る
と
、
近
代
的
な
造
形
感
覚
も
発
達

し
て
、
た
だ
一
つ
開
港
し
て
い
た
長

崎
か
ら
眼
鏡
絵
も
入
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
本
草
学
や
博
物
学
が
隆
盛
し
、

実
証
的
な
学
問
に
注
意
が
払
わ
れ
て

き
ま
す
。

　

こ
う
し
た
時
代
に
、
大
坂
の
木
村

蒹
葭
堂
と
い
う
商
人
は
、
実
証
主
義

を
世
の
中
に
広
げ
る
役
割
を
果
た
し

た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
、

非
常
に
奥
深
い
見
識
を
持
つ
、
文
人

サ
ー
ク
ル
の
中
心
人
物
で
し
た
。
画

家
も
、
学
者
も
、
文
化
人
も
い
ろ
い
ろ

な
人
が
木
村
蒹
葭
堂
の
も
と
に
出
入

り
し
て
、そ
の
サ
ロ
ン
の
中
で
い
ろ
い

ろ
な
も
の
を
学
ん
で
、ま
た
そ
れ
を
発

展
さ
せ
て
い
き
ま
し
た
。

　

一
方
で
長
崎
で
は
、
沈
南
蘋
と
い

う
人
が
中
国
絵
画
を
伝
え
、
そ
れ
が

江
戸
な
り
、
京
都
な
り
に
黄
檗
宗
の

寺
院
な
ど
を
通
じ
て
広
が
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
黄
檗
寺
院
で
は
出
版
文
化
も

隆
盛
し
て
い
き
ま
す
。

　

敬
輔
は
、黄
檗
文
化
が
成
立
し
、実

証
的
な
目
が
育
ま
れ
て
い
く
過
渡
期

に
生
き
、
次
の
雲
圃
、
斐
、
玉
淵
は
、

そ
の
実
証
主
義
が
強
く
世
の
中
に
定

着
し
て
い
っ
た
時
代
に
活
躍
し
た
人

で
し
た
。

　

近
江
は
、こ
の
国
の
中
央
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、京
都
と
密
接
に
関
連
し
て

い
る
土
地
柄
で
、絵
画
も
非
常
に
京
都

画
壇
と
一
体
化
し
て
お
り
、京
都
の
画

家
が
来
訪
し
、逆
に
敬
輔
の
よ
う
に
近

江
出
身
の
画
家
が
京
都
で
学
ぶ
こ
と

も
多
々
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、交
通

の
要
衝
で
、
日
野
は
、
伊
勢
と
京
都
の

途
次
に
あ
り
、伊
勢
参
宮
の
人
々
が
立

ち
寄
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。ま

た
蒲
生
氏
郷
の
移
封
で
日
野
椀
が
会

津
塗
り
に
発
展
す
る
過
程
な
ど
、さ
ま

ざ
ま
な
文
化
の
伝
播
が
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
地
元
大
名
の
江
戸
藩
邸
の

存
在
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
江

戸
屋
敷
を
足
場
に
、
画
人
た
ち
の
活

躍
の
場
が
広
が
っ
た
こ
と
も
い
え
ま

し
ょ
う
。

　

高
田
敬
輔
の
場
合
に
つ
い
て
み
て

み
る
と
、仁
和
寺
や
浄
土
宗
、続
い
て

黄
檗
宗
、
さ
ら
に
は
皇
室
と
結
び
付

く
仏
教
界
の
権
威
と
関
わ
っ
た
こ
と

で
、
敬
輔
の
画
業
は
非
常
に
飛
躍
し

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
地
理
的
、
社

会
的
な
結
び
つ
き
が
商
人
と
文
化
人

た
ち
の
交
流
を
深
め
る
要
因
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　

本
日
の
お
話
し
の
資
料
の
巻
末
に

何
冊
か
今
回
参
考
に
し
た
書
籍
を
掲

載
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
、
冒

頭
に
お
話
し
し
た
「
か
ま
し
ん
」
の

前
身
の
小
澤
家
の
『
小
澤
家
十
代
蕭

鳳
の
人
と
時
代
』
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
蕭
鳳
さ
ん
は
河
村
文
鳳
と
い
う
京

都
の
画
家
の
お
弟
子
さ
ん
で
も
あ
り

ま
し
た
。

　

ま
た
、
高
田
敬
輔
の
子
孫
も
島
㟢

玉
淵
の
家
も
、
ご
当
主
が
俳
句
や
生

け
花
な
ど
を
極
め
て
お
り
、
大
き
な

商
い
を
展
開
し
た
商
人
た
ち
は
ま
た

大
変
高
い
文
化
的
な
素
養
を
持
っ
た

人
た
ち
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　

本
日
は
日
野
商
人
の
話
が
中
心
で

し
た
が
、
近
江
商
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
文
化
活
動
を
広

く
展
開
し
て
き
て
い
ま
し
た
。
最
後

に
は
こ
う
し
た
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
、

残
さ
れ
た
書
画
帖
か
ら
ご
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。

近
江
商
人
の
文
化
グ
ル
ー
プ

　

玉
淵
さ
ん
の
父
の
種
徳
さ
ん
が
集

め
た
書
画
帖
は
、
第
一
冊
と
第
二
冊

に
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
描

い
た
り
書
を
し
た
た
め
た
人
た
ち
は

以
下
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
で
き
ま
す
。

　

そ
の
一
つ
が
、
日
野
に
関
わ
る
グ

ル
ー
プ
で
す
。

敬
輔
ら
が
活
躍
し
た
時
代
背
景
と
近
江
の
地
理
的
環
境

商
人
の
文
化
的
素
養
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5
月
17
日（
※
２
０
１
５
年
）、「
遊ゆ

亀き

と
靫ゆ
き

彦ひ
こ

」

展
が
最
終
会
場
の
宇
都
宮
で
終
了
し
た
。
滋
賀
県
立

近
代
美
術
館
開
館
30
周
年
記
念
展
と
し
て
当
館
が
企

画
し
た
こ
の
展
覧
会
は
、
昨
年
秋
に
当
館
で
立
ち
上

げ
、愛
媛
県
美
術
館
、宇
都
宮
美
術
館
と
巡
回
し
、半

年
以
上
か
け
て
こ
の
た
び
閉
幕
の
時
を
迎
え
た
の
で

あ
る
。（
中
略
）さ
て
先
日
、
宇
都
宮
美
術
館
で
、
こ

の
展
覧
会
の
講
演
の
場
を
い
た
だ
い
た
。
冒
頭
ま
ず

申
し
上
げ
た
の
は
、
栃
木
県
と
滋
賀
県
の
、
江
戸
時

代
か
ら
の
ご
縁
の
深
さ
で
あ
る
。
現
在
、
宇
都
宮
美

術
館
近
辺
の
方
々
が
日
々
の
買
い
物
を
す
る
、
地
元

の
大
手
ス
ー
パ
ー
チ
ェ
ー
ン
は
明
治
５
年
の
創
業
だ

が
、
創
業
者
は
滋
賀
県
の
人
で
あ
る
。
講
演
を
聴
い

て
く
だ
さ
っ
た
多
く
の
方
が
ご
存
じ
な
か
っ
た
よ
う

で
、
館
長
さ
ん
も
驚
い
て
お
ら
れ
た
。

　

江
戸
時
代
に
滋
賀
県
の
商
人
は
北
関
東
に
店
を
持

つ
者
が
多
く
、
栃
木
県（
下し
も

野つ
け

）に
も
店
舗
を
構
え

る
近
江
商
人
が
た
く
さ
ん
い
た
。
彼
ら
は
滋
賀
か
ら

人
材
を
栃
木
の
店
に
も
連
れ
て
行
っ
た
。
ス
ー
パ
ー

チ
ェ
ー
ン
の
オ
ー
ナ
ー
の
先
祖
は
主
人
か
ら
大
店
を

引
き
継
い
だ
、
そ
ん
な
元
幹
部
従
業
員
だ
っ
た
と
い

う
。
近
江
商
人
の
主
人
た
ち
は
年
に
３
度
ほ
ど
も
滋

賀
と
栃
木
を
行
き
来
し
た
。
新
幹
線
は
お
ろ
か
在
来

の
鉄
道
も
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
。
書
画
も
よ
く
し

た
文
化
人
で
も
あ
っ
た
彼
ら
は
道
中
多
く
の
人
と
交

わ
り
、交
わ
り
が
別
の
交
わ
り
を
生
ん
で
、文
人
サ
ー

ク
ル
と
称
す
べ
き
集
ま
り
が
で
き
、
立
派
な
広
域
的

文
化
活
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

サ
ー
ク
ル
内
の
文
人
に
は
、商
人
の
ほ
か
、武
士
で

絵
や
文
筆
を
た
し
な
む
者
が
多
か
っ
た
が
、
な
か
に

は
プ
ロ
の
絵
描
き
や
学
者
た
ち
も
い
た
。
彼
ら
は
商

人
の
師
と
な
り
、
つ
い
で
そ
の
道
に
秀
で
た
商
人
が

今
度
は
師
と
な
っ
て
関
東
の
文
人
を
育
て
る
。
こ
う

し
て
旅
が
日
常
茶
飯
事
で
あ
っ
た
彼
ら
は
近
江
の
自

宅
で
遠
来
の
客
人
を
も
て
な
し
、
名
だ
た
る
プ
ロ
で

あ
っ
た
客
人
の
返
礼
や
自
ら
が
旅
の
道
中
で
し
た
た

め
た
書
画
が
近
江
の
自
宅
の
蔵
に
蓄
え
ら
れ
た
。
と

き
に
は
文
人
仲
間
と
待
ち
合
わ
せ
て
富
士
山
に
寄
り

道
し
、
初
め
て
噴
火
口
の
近
景
を
画
い
た
者
も
い
る
。

近
江
商
人
で
あ
っ
た
師
匠
に
つ
い
て
や
っ
て
来
て
日

野
祭
の
曳
山
に
胴
幕
を
描
い
た
栃
木
の
絵
描
き
も
い

た
。
近
江
商
人
の
行
き
来
は
豊
饒
な
文
化
の
営
み
を

も
た
ら
し
た
。

　

古
来
渡
来
人
が
移
り
住
み
、
仏
教
文
化
も
花
開
い

た
近
江
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
文
化
交
流
の
る

つ
ぼ
で
あ
っ
た
の
だ
。
近
江
商
人
と
い
う
と
「
も
っ

た
い
な
い
」
の
精
神
が
ひ
い
て
は
「
ケ
チ
」
と
誤
解

さ
れ
た
り
す
る
。
し
か
し
彼
ら
は
、
文
人
仲
間
を
手

厚
く
も
て
な
し
様
々
な
提
供
を
行
い
、
寺
社
へ
の
喜

捨
も
惜
し
ま
な
い
。
今
の
「
企
業
メ
セ
ナ
」
以
上
に

太
っ
腹
で
、
何
よ
り
人
と
の
交
わ
り
を
大
切
に
し
た
。

　

さ
て
、
実
は
わ
れ
わ
れ
学
芸
員
同
士
も
全
国
規
模

で
交
流
す
る
機
会
が
多
い
。
初
め
に
述
べ
た
よ
う
な

巡
回
す
る
展
覧
会
を
一
緒
に
開
催
し
た
り
、
作
品
を

借
り
た
り
貸
し
た
り
、
学
芸
員
の
信
頼
関
係
が
館
の

運
営
に
大
き
く
関
わ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
。

も
ち
ろ
ん
美
術
・
博
物
館
以
外
の
、
寺
社
や
個
人
の

方
か
ら
も
作
品
を
お
借
り
す
る
し
、
寄
贈
や
寄
託
を

し
て
く
だ
さ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
や
は
り
、
人
と
人

の
信
頼
関
係
が
根
底
に
あ
る
。
文
化
を
介
し
て
広
が

る
世
界
を
多
く
の
人
と
分
か
ち
合
う
た
め
に
も
、
近

江
の
先
人
に
学
び
、
人
と
の
交
わ
り
を
大
切
に
し
た

い
と
し
ば
し
ば
思
っ
た
半
年
間
だ
っ
た
。

（
２
０
１
５
年
6
月
４
日　

京
都
新
聞
朝
刊
「
現
代

の
こ
と
ば
」
よ
り
転
載
）

近
江
の
先
人
に
学
ぶ
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日
本
一
醤
油
「
岡
直
三
郎
商
店
」

を
訪
問

　

滋
賀
か
ら
バ
ス
で
約
6
時
間
、
群

馬
県
大
間
々
に
到
着
。
松
﨑
さ
ん
の

ご
案
内
で
渡
良
瀬
川
畔
の
神
明
宮
で

お
参
り
を
済
ま
せ
、
市
民
の
熱
意
で

よ
み
が
え
っ
た
「
な
が
め
余
興
場
」

や
大
間
々
博
物
館
を
見
学
。
そ
の
後
、

日
野
出
身
の
岡
直
三
郎
商
店
の
昔
な

が
ら
の
醤
油
仕
込
み
蔵
を
見
学
し
ま

し
た
。

　

旧
大
間
々
町
は
渡
良
瀬
川
の
扇
状

地
で
扇
の
要
の
部
分
に
位
置
す
る
こ

と
か
ら
豊
か
な
伏
流
水
に
恵
ま
れ
、

日
野
出
身
の
岡（
直
三
郎
）商
店
、
奥

村
酒
造
、
澤
輿
八
郎
商
店
、
日
野
屋

な
ど
の
近
江
商
人
が
こ
の
地
で
活
躍

し
た
の
で
し
た
。

　

岡
直
三
郎
商
店
の
店
舗
横
に
は
醤

油
仕
込
み
桶
と
し
て
１
０
０
年
以
上

使
わ
れ
て
い
た
杉
板
を
再
利
用
し
て

「
河
内
屋
木
道
」
が
で
き
て
お
り
、松

﨑
さ
ん
の
説
明
で
は
、「
河
内
屋
」
の

屋
号
で
商
い
を
始
め
た
岡
直
三
郎
商

店
が
、
周
囲
の
人
々
が
使
え
る
よ
う

に
と
の
配
慮
で
塀
の
外
に
設
置
し
た

井
戸
を
、「
三
方
良
し
」
の
会
の
み
な

さ
ん
が
、「
三
方
よ
し
」
の
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
保
存
す
る
と
と
も
に
、
災

三方良しの井戸前で説明くださる松﨑清さん

みどり市の岡直三郎商店全景

桐生市、みどり市へ近江商人企業の今を研修
　昨年5月に桐生滋賀県人会の皆さまが日野祭り見学に来県されたのが契機となり、9月には
桐生で特別例会開催の運びとなりました。
　織物の町桐生に隣接するみどり市（旧大

おお

間
ま

々
ま

町）では熱心にまちづくり活動を展開されている
「三方良しの会」松﨑清さんに大変お世話になり、近江商人活躍の地で、地元の皆さまのあたた
かなおもてなしの心に触れることができました。

み
ど
り
市
大
間
々
の
近
江
商
人
の
足
跡

　

2
日
目
は
㈱
矢
野
の
鑓
田
実
社
長

の
ご
案
内
で
、
桐
生
天
満
宮
に
お
参

り
を
済
ま
せ
、
境
内
近
く
で
開
催
さ

れ
て
い
る
買
場
沙
綾
市
を
見
学
。
こ

の
催
し
は
、
桐
生
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
地
区
で
活
動
す
る
皆
さ
ん
が
毎

月
１
回
、
か
つ
て
の
買
場
の
賑
わ
い

の
復
活
を
め
ざ
し
て
開
催
さ
れ
て
い

ま
す
。
境
内
の
骨
董
市
と
相
ま
っ
て

大
層
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

矢
野
の
創
業
地
は
伝
建
地
区
の
中

心
に
あ
り
、
か
つ
て
の
酒
造
り
関
連

施
設
は
桐
生
市
に
寄
付
さ
れ
市
民
活

動
の
拠
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

交
流
会
は
、
矢
野
園（
創
業
地
）の

2
階
、昭
和
30
年
代
ま
で
、近
江
か
ら

出
か
け
て
き
た
主
人
が
使
用
し
て
い

た
と
い
う
「※

主
の
居
室
」
で
行
わ
れ
、

地
域
で
大
好
評
の
季
節
メ
ニ
ュ
ー
の

献
立
を
ご
用
意
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

創
業
３
０
０
年
を
迎
え
た
㈱
矢
野
の
創
業
地
内
の

「
主
の
居
室
」
で
交
流
会
開
催

岡直三郎商店
　天明７年（1787）日野町鎌掛出身の岡忠兵衛が、この地で「河内
屋」という屋号で醤油醸造をはじめた。現在本社は町田市にあるが
製造は200年以上続くこの地で行い、良質な醤油づくりにこだわる。
「天忠」という醤油料理店や都内でのアンテナショップの展開など、
醤油の魅力づくりを求めている。みどり市の店舗住居は国指定登録
文化財になっている。

害
時
に
も
活
用
で
き
る
よ
う
に
修

復
整
備
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

奥
村
酒
造
は
先
年
廃
業
さ
れ
ま
し

た
が
、
敷
地
内
に
は
醸
造
を
行
っ
た

形
跡
の
高
い
煙
突
が
そ
び
え
て
い
ま

し
た
。
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矢野園「主の部屋」でお話しいただく鑓田社長創業地に残る「矢野園」

㈱矢野
　享保元年（1716）、日野商人矢野久左衛門が雑貨商として創業。
酒造業や味噌、醤油の醸造へと事業を広げ、明治には染料や薬品
に進出、昭和初期には百貨店の矢野呉服店の開業、お茶の販売へ
と拡大路線を続けてきたが、機を見るに敏感な近江商人の特性そ
のままに事業撤退も果敢に行い、すでに手放した醸造関連の施設
は1994年に桐生市に寄贈。現在桐生市は「有鄰館」として市民文
化交流・観光施設として活用している。
　2002年には本社を隣接するみどり市に移転し、創業地は「矢野
園」として中国茶喫茶のほか地域物産販売などを行う。現在、事
業の中心は染料などの織物関連材料や包装資材にほか金属加工用
の科学品やプラスティック成型機などで、産業構造の変化に柔軟
に対応している。

㈱
矢
野
の
歴
史
に
つ
い
て
鑓
田
社
長

か
ら
ご
説
明
い
た
だ
き
、
実
り
多
い

研
修
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
地
で
活
躍
し
た
日
野
商
人
た

ち
は
商
い
に
励
む
と
同
時
に
多
く
の

地
域
貢
献
事
業
を
展
開
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
改
め
て
敬
服
し
た
も
の
で
し
た
。

※
主
の
居
室
：
矢
野
園
敷
地
内
の
一
角

に
あ
る
木
造
建
物
の
２
階
は
、
昭
和
30

年
代
ま
で
近
江
か
ら
経
営
監
督
の
た
め

に
や
っ
て
き
た
主
人
の
居
室
で
、
主
人

は
こ
こ
で
帳
簿
の
確
認
や
支
配
人
の
営

業
状
況
を
確
認
し
た
。
質
素
な
が
ら
も

随
所
に
こ
だ
わ
り
が
感
じ
ら
れ
る
居
室

で
は
季
節
ご
と
の
小
さ
な
イ
ベ
ン
ト
が

開
催
さ
れ
、
地
域
の
人
々
の
交
流
の
場

所
と
な
っ
て
い
る
。

台
湾
経
済
人
、
研
究
者
と
の
交
流

　

２
０
１
３
年
、
同
志
社
大
学
が

中
心
に
研
究
が
進
ん
で
い
る
「
事

業
継
承
学
会
」
に
理
事
長
の
塚
本

喜
左
衛
門
が
参
加
し
た
こ
と
か

ら
、
三
方
よ
し
研
究
所
は
台
湾
に

お
け
る
経
済
人
や
研
究
者
と
の

交
流
が
始
ま
り
、
一
昨
年
に
は
台

湾
経
済
人
グ
ル
ー
プ
が
京
都
、
滋

賀
に
来
ら
れ
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け

る
家
族
企
業
の
発
展
と
事
業
継

承
に
つ
い
て
の
討
論
を
展
開
し

ま
し
た
。
そ
し
て
今
回
は
、
返
礼

の
意
味
も
あ
り
、
11
月
に
三
方
よ世界中に取引先がある台中近くのTUNGU社

訪問。
東海大学東アジア経済センターでは、事業継承を
専門に研究されている陳介玄教授の講義を拝聴。

工場見学後「誠実と信用」を経営理念に掲げ
る楊社長と活発な意見交換。

し
研
究
所
メ
ン
バ
ー
が
台
湾
を

訪
問
。
東
海
大
学
で
は
、
陳
教
授

か
ら
台
湾
に
お
け
る
事
業
継
承

の
問
題
点
な
ど
の
講
義
を
拝
聴

し
、
そ
の
後
、
日
台
の
違
い
に
つ

い
て
討
議
す
る
な
ど
有
意
義
な

研
修
と
な
り
ま
し
た
。

　

近
年
、
東
ア
ジ
ア
の
み
な
さ
ん

が
日
本
の
事
業
承
継
に
つ
い
て

か
な
り
高
く
評
価
さ
れ
、
日
本
の

ス
タ
イ
ル
に
学
ぼ
う
と
い
う
姿

勢
が
旺
盛
で
す
。
今
後
深
く
交
流

を
行
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
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び
わ
こ
滋
賀
の
ひ
な
人
形
ま
つ
り

　

す
っ
か
り
お
な
じ
み
と
な
っ
た
滋
賀
県
下

の
近
江
商
人
の
ま
ち
の
ひ
な
祭
り
行
事
で
す

が
、
本
年
は
、
滋
賀
県
下
の
8
市
町
が
、
こ

れ
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
行
っ
て
き
た
ひ
な

祭
り
関
連
事
業
を
「
2
0
1
7
滋
賀　

び
わ

湖
の
ひ
な
人
形
め
ぐ
り
」
と
冠
し
て
、
共
同

で
展
開
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
従
来
か

ら
県
内
各
地
で
「
ひ
な
人
形
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
催
事
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
今
年
よ

り
「
び
わ
湖
の
ひ
な
人
形
め
ぐ
り
」
を
共
通

テ
ー
マ
と
し
、
地
域
色
に
富
ん
だ
「
ひ
な
め

ぐ
り
」
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
ま
す
。

　

共
通
事
業
と
し
て
は
、
湖
北
エ
リ
ア
〔
長

浜
、
彦
根
〕・
湖
東
エ
リ
ア
〔
東
近
江
、
近
江

八
幡
、
日
野
、
竜
王
〕・
湖
南
エ
リ
ア
〔
草
津
、

大
津（
石
山
・
坂
本
）〕
の
３
エ
リ
ア
の
ひ
な

人
形
め
ぐ
り
会
場
の
う
ち
、
２
エ
リ
ア
の
ス

タ
ン
プ
を
集
め
て
応
募
で
き
る
ス
タ
ン
プ
ラ

リ
ー
を
実
施
し
ま
す
。
抽
選
で
各
地
域
の
特

産
品
な
ど
が
合
計
40
名
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ

る
と
の
こ
と
で
す
。

　

馬
見
岡
綿
向
神
社
参
道
に
面
す
る
旧
山
中
正
吉
邸
は
、
天

保
期
か
ら
醸
造
業
に
よ
り
財
を
築
い
た
日
野
商
人
山
中
正
吉

の
本
宅
で
す
。
平
成
25
年
に
日
野
町
の
所
有
と
な
り
、
平
成

27
年
４
月
に
歴
史
・
文
化
財
資
料
を
保
存
・
公
開
す
る
近
江

日
野
商
人
ふ
る
さ
と
館
と
し
て
開
館
し
ま
し
た
。
本
施
設
は

明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
増
改
築
に
よ
り
農
家

住
宅
と
書
院
づ
く
り
と
洋
館
が
連
な
り
ま
す
。

日
野
町
の
新
し
い
施
設
案
内

旧
山
中
正
吉
邸
が
「
近
江
日
野
商
人

ふ
る
さ
と
館
」
と
し
て
オ
ー
プ
ン

場　所：蒲生郡日野町西大路1264
連絡先：TEL 0748-52-0008
休館日：月曜日・火曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、年末年始
入館料：大人300円、小中学生120円

問
い
合
わ
せ
先

　

東
近
江
市
観
光
協
会

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
０
７
４
８
─
４
８
─
２
１
０
０

　

本
紙
で
紹
介
し
ま
し
た
が
、
昨
年

は
三
方
よ
し
研
究
所
の
仲
間
と
桐
生

を
訪
問
し
ま
し
た
。
早
朝
、
ホ
テ
ル

か
ら
伝
建
地
区
界
隈
を
散
歩
し
ま
し

た
。
か
つ
て
訪
れ
た
ま
ち
な
の
で
、

記
憶
が
鮮
明
に
よ
み
が
え
っ
て
き
た

の
で
し
た
が
、
突
如
、
唖
然
と
し
た

の
は
す
っ
か
り
変
わ
り
果
て
た
「
買

場
紗
綾
市
」
の
事
務
局
の
無
残
な
焼

け
跡
で
し
た
。
事
務
局
長
の
島
﨑
さ

ん
に
ち
ょ
う
ど
お
出
会
い
で
き
、
最

近
火
災
に
あ
っ
た
と
お
聞
き
し
、
寂

し
い
限
り
で
し
た
。
そ
れ
で
も
当
日

は
月
１
回
の
「
買
場
沙
綾
市
」
の
開

催
日
と
の
こ
と
、
早
朝
よ
り
出
か
け

る
支
度
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

会
場
を
変
更
し
て
開
催
さ
れ
て
い

た
紗
綾
市
は
、
多
く
の
人
々
で
賑
わ

い
、
矢
野
さ
ん
を
は
じ
め
地
元
の
方

の
熱
気
に
包
ま
れ
て
い
た
の
で
安
堵

し
た
も
の
で
し
た
。
日
野
出
身
の
奥

村
さ
ん
、
ま
ち
づ
く
り
委
員
長
の
森

さ
ん
と
の
再
会
も
感
激
的
で
、
楽
し

く
過
ご
し
た
も
の
で
す
。
近
江
か
ら

遠
く
に
や
っ
て
き
た
近
江
商
人
の
遺

伝
子
が
息
づ
く
桐
生
訪
問
と
な
り
ま

し
た
。
ま
だ
知
ら
な
い
近
江
商
人
活

躍
の
ま
ち
を
こ
れ
か
ら
も
訪
問
し
た

い
も
の
で
す
。

て
ん
び
ん
棒


