
17
広報ひの　2013.4.1

　『
近
江
日
野
の
歴
史
』
第
七
巻
「
日

野
商
人
編
」
を
発
刊
し
て
以
来
、
日
野

商
人
の
活
動
の
様
子
を
さ
ま
ざ
ま
な
視

点
か
ら
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。

　
最
終
回
と
な
る
今
回
は
、
「
出し

ゅ
っ
せ
し
ょ
う

世
証

文も
ん

」
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　
出
世
払
い
と
出
世
証
文

　「
出
世
払
い
」
。
俗
に
「
あ
る
時
払
い

の
催
促
な
し
」
と
も
言
わ
れ
る
こ
の
慣

行
は
、
我
々
現
代
人
に
と
っ
て
は
馴
染

み
の
深
い
も
の
で
す
が
、
い
つ
ご
ろ
ど

の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
も
の
な
の
で

し
ょ
う
か
。

　
こ
の
疑
問
の
答
え
は
、
「
出
世
証
文
」

と
呼
ば
れ
る
江
戸
時
代
の
古
文
書
の
な

か
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
出
世
証
文
と
は
、
何
ら
か
の
理
由
が

あ
っ
て
借
金
を
返
済
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
債
務
者
（
借
用
人
）
が
、

債
権
者
（
貸
主
）
に
対
し
て
返
済
の
無

期
限
延
長
を
依
頼
し
、
将
来
出
世
し
た

と
き
に
借
金
を
返
済
す
る
こ
と
を
約
束

し
た
証
文
の
こ
と
で
す
。
文
字
ど
お
り
、

「
出
世
払
い
」
を
明
文
化
し
た
証
文
に

ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　
現
在
発
見
さ
れ
て
い
る
出
世
証
文
の

な
か
で
最
古
の
も
の
は
、
京
都
の
商
家

に
伝
わ
る
宝
暦
４
（
１
７
５
４
）
年
の

日
付
を
持
つ
も
の
で
す
。
近
江
国
内
で

は
、
八
幡
商
人
の
西に

し
か
わ川

伝で

ん

え

も

ん

右
衛
門
家
に

伝
え
ら
れ
た
宝
暦
10
（
１
７
６
０
）
年

の
も
の
が
最
古
で
す
か
ら
、
出
世
払
い

の
慣
行
は
18
世
紀
の
中
ご
ろ
か
ら
始

ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
出
世
証
文
の
分
布
を
み
る
と
、
全
体

の
９
割
が
上
方
地
域
に
集
中
し
て
お

り
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
の
大
多
数
が
近

江
商
人
宅
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
出

世
払
い
の
慣
行
は
、
江
戸
時
代
の
近
江

商
人
の
商
慣
習
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
も
の

だ
っ
た
の
で
す
。

　
日
野
商
人
宅
や
日
野
の
村
々
か
ら

も
、
江
戸
中
期
か
ら
明
治
30
年
代
の
日

付
を
も
っ
た
36
通
の
出
世
証
文
が
発
見

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
当
地
も
「
出
世

払
い
」
先
進
地
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

　
出
世
証
文
の
世
界

　
こ
れ
ら
出
世
証
文
で
は
、
無
利
子
・

無
担
保
の
形
式
が
貫
か
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
証
文
が
発
行
さ
れ
た
後

は
、
借
金
は
無
利
子
の
ま
ま
据
え
置
か

れ
、
返
済
の
催
促
も
停
止
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
債
務
者
は
無
一
文
と
な
り
ま

す
の
で
、
担
保
は
無
し
と
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
実
際
に
は
妻
子
や
親
族
な

ど
連
署
し
た
人
の
誇
り
や
尊
厳
が
担
保

の
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
借
金
を
返

す
ま
で
は
、
借
用
し
た
本
人
だ
け
で
な

く
妻
子
も
ま
た
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な

意
味
で
、
出
世
証
文
は
一
家
そ
ろ
っ
て

人
生
を
や
り
な
お
す
た
め
の
動
機
付
け

の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
一
方
、
無
利
子
・
無
担
保
に
よ
る
借

金
返
済
の
猶
予
に
応
じ
た
債
権
者
た
る

近
江
商
人
た
ち
の
意
識
の
中
に
は
、
商

売
仲
間
や
奉
公
人
と
い
っ
た
債
務
者
に

対
す
る
勉
励
の
意
味
合
い
が
こ
め
ら
れ

て
お
り
、「
陰い

ん

と

く

ぜ

ん

じ

徳
善
事
」
の
精
神
が
発
露

さ
れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
出
世
」
と
は
何
か

　
出
世
証
文
に
記
さ
れ
る
「
出
世
」
と

は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
状
況
を

さ
す
の
で
し
ょ
う
か
。

　
日
野
商
人
宅
に
伝
わ
っ
た
出
世
証
文

に
よ
れ
ば
、
出
世
と
は
「
破
産
し
た
財

産
を
立
て
直
し
、
家
普
請
を
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
と
き
」
で
あ
る
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
出
世
証
文
は
、
仕し

あ
わ
せ合

証
文
と
も
呼
ば

れ
ま
す
が
、
証
文
に
記
さ
れ
る
「
出
世
」

は
、
文
字
通
り
江
戸
時
代
の
人
び
と
に

と
っ
て
の
仕
合
（
幸
せ
）
の
有
り
様
を

示
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
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こ
れ
ま
で
に
刊
行
し
ま
し
た
『
近
江
日
野
の
歴
史
』
は
、
第
一
巻
「
自

然
･
古
代
編
」、
第
二
巻
「
中
世
編
」、
第
五
巻
「
文
化
財
編
」、
第
六
巻

「
民
俗
編
」、
第
七
巻
「
日
野
商
人
編
」、
第
八
巻
「
史
料
編
」
と
な
り
ま

し
た
。
教
育
委
員
会
や
各
公
民
館
な
ど
に
お
い
て
、
一
冊
四
、
〇
〇
〇
円

で
好
評
販
売
中
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
と
も
お
買
い
求
め
く
だ
さ
い
。

　

学
生
納
付
特
例
が
承
認
さ
れ
た
期
間

は
、
将
来
支
給
さ
れ
る
「
老
齢
基
礎
年

金
」
の
受
給
に
必
要
な
期
間(

受
給
資
格

期
間)

に
算
入
さ
れ
る
ほ
か
、
万
一
の
場

合
に
支
給
さ
れ
る
「
障
害
基
礎
年
金
」
や

「
遺
族
基
礎
年
金
」
の
受
給
資
格
期
間
に

も
反
映
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
年
金
額
に
は

反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

承
認
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
は
、
10
年

以
内
で
あ
れ
ば
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付(

追

納)

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
追
納
さ
れ

る
と
そ
の
期
間
は
保
険
料
納
付
済
期
間
と

な
り
、
老
齢
基
礎
年
金
の
額
に
反
映
さ
れ

ま
す
。
な
お
、
承
認
さ
れ
た
年
度
か
ら
起

算
し
て
３
年
度
目
か
ら
は
当
時
の
保
険
料

に
加
算
額
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

追
納
の
手
続
き
は
、
印
か
ん
（
ス
タ
ン

プ
式
で
な
い
も
の
）
を
持
っ
て
草
津
年
金

事
務
所
、
ま
た
は
日
野
町
役
場
住
民
課
保

険
年
金
担
当
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

草
津
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課

　
　

☎
０
７
７-

５
６
７-

２
２
２
０

　

日
野
町
役
場
住
民
課 

保
険
年
金
担
当

　
　

☎
�
６
５
７
１

ご
存
じ
で
す
か
？

学
生
納
付
特
例
制
度

　

国
民
年
金
に
は
、
学
生
本
人
の
前

年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、

申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納
付
特

例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
承
認
期
間

は
、
原
則
４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で

で
す
。

　

対
象
と
な
る
の
は
、
大
学
（
大
学

院
）
、
短
大
、
高
等
学
校
、
高
等
専

門
学
校
、
専
修
学
校
、
各
種
学
校
等

に
在
籍
さ
れ
て
い
る
20
歳
以
上
の
学

生
の
方
で
す
。

　

な
お
、
平
成
24
年
度
に
学
生
納
付

特
例
が
承
認
さ
れ
た
方
で
、
平
成
25

年
度
に
引
き
続
き
学
生
納
付
特
例
を

希
望
さ
れ
る
場
合
も
申
請
手
続
き
が

必
要
で
す
。

　

申
請
さ
れ
る
方
は
、
印
か
ん
（
ス

タ
ン
プ
式
で
な
い
も
の
）
・
学
生
証

ま
た
は
在
学
期
間
の
わ
か
る
証
明
書

を
持
っ
て
草
津
年
金
事
務
所
、
ま
た

は
日
野
町
役
場
住
民
課
保
険
年
金
担

当
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

４
月
１
日
か
ら
国
保
の
被
保
険
者
証

が
新
し
く
な
り
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
被
保
険
者
証

の
有
効
期
限
は
毎
年
３
月
31
日
で
す
。

　

有
効
期
限
の
切
れ
た
紫
色
の
被
保
険
者

証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

４
月
１
日
か
ら
ご
使
用
い
た
だ
く
新
し

い
被
保
険
者
証
（
桃
色
）
を
簡
易
書
留
で

お
送
り
し
ま
し
た
の
で
、
内
容
に
誤
り
が

な
い
か
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

70
～
74
歳
の
窓
口
負
担
が
１
割
の
方

へ
新
し
い
国
保
高
齢
受
給
者
証
を
送

付
し
ま
し
た

　

70
～
74
歳
の
方
が
医
療
機
関
で
治
療
を

受
け
た
と
き
に
お
支
払
い
い
た
だ
く
窓
口

負
担
を
２
割
か
ら
１
割
に
軽
減
す
る
国
の

特
例
措
置
が
継
続
さ
れ
ま
し
た
。

　

該
当
す
る
国
保
の
被
保
険
者
の
方
へ
、

４
月
１
日
か
ら
ご
使
用
い
た
だ
く
新
し
い

高
齢
受
給
者
証
（
だ
い
だ
い
色
）
を
簡
易

書
留
で
お
送
り
し
ま
し
た
の
で
、
内
容
に

誤
り
が
な
い
か
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

な
お
、
負
担
割
合
が
３
割
の
現
役
並
み

所
得
者
の
方
は
、
現
在
お
持
ち
の
高
齢
受

給
者
証
を
引
き
続
き
ご
使
用
く
だ
さ
い
。
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