
歴
史
は
未
来
の
羅
針
盤

近
江
日
野
商
人
ふ
る
さ
と
館
「
旧
山
中
正
吉
邸
」
の
開
館
時

間
は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で
、
休
館
日
は
毎
週

月
・
火
曜
日
、
祝
日
の
翌
日
、
年
末
年
始
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
入
館
料
は
、
大
人
個
人
三
〇
〇
円
、
大
人
団
体
二
五
〇

円
、小
・
中
学
生
一
二
〇
で
す
。
ぜ
ひ
と
も
ご
来
館
下
さ
い
。

ご
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
の
家
法
は
、
当

主
と
家
族
の
暮
ら
し
方
に
つ
い
て
取
り

決
め
た
も
の
で
、
妻
の
役
割
に
つ
い
て

も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
掟
」
に
よ
れ
ば
、
山
中
正
吉

家
も
他
の
近
江
商
人
と
同
様
、
妻
は
本

宅
を
し
っ
か
り
と
守
る
べ
き
で
あ
る
と

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
「
掟
」

に
は
「
婦
人
之
儀
」
と
「
副
書
」
の
表

題
を
も
つ
切
紙
が
二
つ
一
緒
に
保
管
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
「
婦
人
之
儀
」
に
は
、
止
む
を
得
な
い

場
合
に
限
り
、
周
り
と
よ
く
相
談
し
た

上
で
出
店
に
赴
く
こ
と
を
許
し
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
用
が
済
み
次
第
帰
国
す

る
よ
う
に
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、「
副
書
」
は
、
妻
さ
く
が
夫

に
宛
て
た
詫わ

び
状
で
す
。
こ
の
一
枚
か

ら
で
は
ど
の
よ
う
な
出
来
事
が
あ
っ
た

の
か
ま
で
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
何
ら

か
の
用
事
で
本
宅
を
出
た
の
は
よ
い
が
、

戻
っ
て
く
る
の
が
遅
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
詫
び
て
い
ま
す
。
末

尾
に
、
さ
く
の
名
前
の
後
に
出
店
の
幹

部
た
ち
の
名
前
が
署
名
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
婦
人
之
儀
」
と
「
副
書
」
が

家
法
と
一
緒
に
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
考
え
る
と
、「
副
書
」
は
出
店
に
長
く

逗と
う

留り
ゅ
うし
す
ぎ
た
こ
と
に
対
す
る
侘
び
状

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
に
刊
行
さ
れ

た
『
近
江
商
人
の
内な

い

助じ
ょ

』
は
、
近
江
商

人
の
妻
の
内
助
を
紹
介
し
、
婦
人
教
育

に
活
か
す
こ
と
を
目
的
に
作
ら
れ
た
書

物
で
す
。
こ
の
中
で
「
山
中
さ
く
」
の

内
助
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
さ
く

は
夫
と
共
に
出
店
に
出
て
商
売
を
盛
り

立
て
た
と
記
し
て
い
ま
す
。
こ
の
書
物

の
記
述
に
つ
い
て
は
、
刊
行
さ
れ
た
年

代
や
そ
の
目
的
に
つ
い
て
留
意
し
な
け
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れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
本
書
の
記
述
か

ら
も
、
さ
く
の
活
発
な
一
面
を
う
か
が

い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

さ
く
「
玉
英
」
と
号
す

　

最
後
に
、
正
吉
と
さ
く
夫
婦
の
嗜
た
し
な
み

に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
夫
婦

は
書
画
を
嗜
み
、
正
吉
は
「
松
し
ょ
う

韻い
ん

」、
さ

く
は
「
玉

ぎ
ょ
く

英え
い

」
と
号
し
て
絵
画
な
ど
の

作
品
を
残
し
て
い
ま
す
。
正
吉
に
つ
い

て
は
、
西
大
路
曳ひ

き

山や
ま

見
送
幕
「
白
茶
群ぐ
ん

仙せ
ん

図ず

綴つ
づ
れ

錦に
し
き」
は
、
正
吉
の
下
絵
を
も
と

に
し
た
も
の
だ
と
伝
え
ら
て
お
り
、
ま

た
、
明
治
十
七
年
農
務
省
主
催
の
第
二

回
内
国
絵
画
共
進
会
に
作
品
を
出
品
し

た
時
に
は
、褒ほ

う

状じ
ょ
うを
授
与
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
く
に
つ
い
て
も
幾
つ
か
作
品
が
残

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
写
真
の
松
と
鶴
は
、

さ
く
が
九
十
一
歳
の
時
に
描
い
た
作
品

で
す
。
年
齢
を
感
じ
さ
せ
な
い
、
し
っ

か
り
と
し
た
筆
の
タ
ッ
チ
で
描
か
れ
て

い
ま
す
。

タイトルの温故知新の文字は、速水建夫さん（深山口）が竹で作られた作品です。

初
代
山
中
正
吉
の
妻
さ
く

　

今
回
は
、
日
野
商
人
山や
ま

中な
か

正し
ょ
う

吉き
ち

家
の

初
代
正
吉
の
妻
さ
く
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
ま
し
ょ
う
。

　

さ
く
は
、
文
化
十
四
（
一
八
一
七
）
年

に
駿す

る

河が

国
富ふ

士じ

宮
郡
大お
お

宮み
や

町
（
静
岡
県

富ふ

士じ
の

宮み
や

市
）
の
百
姓
の
娘
と
し
て
生
ま

れ
、
天
保
十
一
（
一
八
四
〇
）
年
、
縁
あ

っ
て
同
じ
大
宮
町
で
酒
造
業
を
営
ん
で

い
た
山
中
正
吉
家
へ
と
嫁
ぎ
ま
し
た
。

　

日
野
商
人
を
含
む
近
江
商
人
の
妻
は
、

単た
ん

身し
ん

赴ふ

任に
ん

で
他
国
の
出
店
で
働
く
夫
に

代
わ
っ
て
、
本
宅
を
切
り
盛
り
す
る
と

い
う
の
が
一
般
的
な
姿
で
し
た
。
さ
く

も
同
様
に
夫
に
代
わ
っ
て
本
宅
を
守
っ

て
い
ま
し
た
が
、
一
般
的
な
近
江
商
人

の
妻
と
は
少
し
異
な
っ
た
一
面
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
。

妻
に
つい
て
の
定
め

　

八
月
号
で
、
山
中
正
吉
家
に
は
明
治

十
（
一
八
七
七
）
年
に
定
め
ら
れ
た
家
法

（
家
訓
）
の
「
掟
」
が
存
在
す
る
こ
と
を

▶
さ
く
が
玉
英
と
号
し
、
九
十
一
歳
の
時
に
描
い
た
作
品
。
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